
上
杉
教
朝
と
享
徳
の
乱

は

じ

め

に

享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
末
、
享
徳
の
乱
が
勃
発
す
る
。
こ
の
乱
の
重

要
性
は
早
く
峰
岸
純
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

、
さ
ら
に
堀
越
公
方
と

関
東
と
の
関
係
を
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
百
瀬
今
朝
雄
氏
の
研
究

、
乱

と
鶴
岡
社
と
の
関
係
か
ら
当
時
の
関
東
の
状
勢
を
論
じ
ら
れ
た
山
田
邦
明

氏
の
研
究

な
ど
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
東
国
社
会
の

諸
様
相
が
次
第
に
解
明
さ
れ
て
き
た
。
山
田
氏
は
、
堀
越
公
方
の
東
下
に

つ
い
て
、
そ
の
存
在
と
活
動
が
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
既
存
の
権
益
を
持
つ
者

の
立
場
を
動
揺
さ
せ
、
ま
た
関
東
で
そ
れ
な
り
の
秩
序
を
作
っ
て
い
る
諸

勢
力
の
関
係
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
と
の
構
図
を
指
摘
さ
れ
た
。
小
稿
で

の
関
心
か
ら
そ
れ
を
読
み
換
え
れ
ば
、
堀
越
公
方
と
は
自
然
に
成
立
し
た

存
在
で
は
な
く
、
様
々
な
立
場
の
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
か
ら
積
み

あ
げ
た
活
動
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
の
秩
序
を
揺
る
が
し
な
が
ら

松
　

島

周
　
　

一

実
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
家
永
遵
嗣
氏
に
よ
っ
て
、
乱
と
幕
府
政
治
の
関
わ
り
を
有
機
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
視
角
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た

。
東

国
の
争
乱
を
そ
の
地
域
だ
け
の
特
殊
な
事
象
と
す
る
の
で
な
く
、
中
央
の

幕
府
政
治
や
そ
の
当
事
者
と
の
深
い
関
係
の
中
で
展
開
す
る
も
の
と
捉
え

直
し
、
よ
り
豊
か
な
歴
史
像
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
家
永
氏
の
研
究
を
う

け
た
現
在
の
研
究
水
準
に
あ
っ
て
は
当
然
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う

。
す
な
わ
ち
幕
府
政
治
の
展
開
・
混
乱
と
東
国
の
地
域
秩
序
の
動

揺
・
再
編
を
統
一
的
に
展
望
す
る
視
角
の
錬
磨
が
、
現
在
の
室
町
時
代
後

期
に
お
け
る
東
国
史
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
先
学
の
驥
尾
に
付
し
て
、
筆
者
も
堀
越
公
方
の
奉
行
人
で
あ

る
（
同
時
に
幕
府
の
奉
行
人
で
も
あ
っ
た
）
布
施
為
基
を
取
り
あ
げ
、
不

十
分
な
が
ら
幕
府
と
堀
越
公
方
の
関
係
の
一
端
を
探
ろ
う
と
試
み
た
こ
と

が
あ
る

（
以
下
、
前
稿
と
す
る
）
。
そ
の
よ
う
な
試
み
を
さ
ら
に
重
ね

る
た
め
の
切
り
口
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
為
基
以
上
に
政
知
を
支

え
る
主
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
上
杉
教
朝
と
、
そ
の
子
政
憲
を
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取
り
あ
げ
、
前
回
と
は
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
堀
越
公
方
を
め
ぐ
る
状
況

を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
父
子
を
取
り
あ
げ
る
理
由
は
、
彼
ら
が
お
そ
ら

く
為
基
と
並
び
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
幕
府
と
東
国
の
諸
勢
力
の
間

で
堀
越
公
方
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
の
矛
盾
と
苦
境
を
、
そ
の
身
に
体
現

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
を
見
て
い
く
時
、
最
も

拠
る
べ
き
成
果
は
湯
山
学
氏
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
。
湯
山
氏
の
着
実
な
論

考
に
よ
っ
て
、
多
く
の
事
実
に
照
明
が
当
て
ら
れ
、
中
世
関
東
の
歴
史
を

語
る
た
め
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
上
杉
教
朝
と
い
う
、
決
し
て
著
名
で
も
な
く
、
華
々
し
い
活

躍
の
足
跡
を
残
し
た
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
人
物
に
つ
い
て
も
、
た
と

え
ば
筆
者
が
一
定
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
湯
山
氏
に
よ
る

史
料
の
発
掘
と
整
理
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
恩
恵
に
他
な
ら
な
い
。
小

稿
は
山
田
氏
や
家
永
氏
、
湯
山
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
成
果
や
、

磨
か
れ
て
き
た
研
究
の
視
角
な
ど
に
学
び
な
が
ら
、
堀
越
公
方
の
下
に
あ

っ
た
時
期
の
上
杉
教
朝
父
子
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
実
の
確
認
や
整

理
を
筆
者
な
り
に
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

、
上

杉
教
朝
の
関

東
下

向

ま
ず
、
次
の
史
料
か
ら
話
は
始
ま
る
。

史
料
Ａ本

寺
者
郁
芳
門
院
（
提
子
内
親
王
）
追
厳
道
場
、
昔
六
条
院
也
、
…

…
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
庚
午
九
月
二
十
日
、
内
親
王
崇
明
門
院

〔
諱
祺
子

、
後
宇
多

院
皇
女

、
聖
母

者
永
嘉

門
院
〕

新
賜
宝

地
、
広

開
紺
園
、
…
…
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
〔
今
年
改
元
正
慶
〕
前
住

畊
雲
原
之
徒

、
紹

臨
奉
朝
命
、
就

彼
地
先
建
報
恩
精
舎

、
奉
安
地
蔵

尊
容
、
修
薦
永
嘉

門
院
（
瑞
子
内

親
王

）
仙
駕

〔
永
嘉

諱
瑞
子
、
中

務
卿
宗

尊
親
王
女

、
（
後

）
嵯
峨
院

孫
女

、
後
宇
多

猶
子
、

嘉
暦
四

年
八
月
二

十
九
日

升
遐
、
四

年
者
元

徳
改
元

也
〕
、

崇
明
割
尾

州
味

岡
本
荘
、
充
永
嘉
香

燈
、
暦
応
三
年

（
一
三

四

〇
）

庚
辰

、
僧
良
悦

附
味
岡
新
荘
、
六
条
万

寿
与
報
恩
合
為

一
寺
、
・
…
…
康
正
二

年

二

四
五
六
）
丙
午
、
上
杉
礼
部
挟
豪
権
、
奪
味
岡
庄
、
欲
為
東
征
伐
資

糧
、
已
入

其
地

、
一
日
荘
舎

四
面

軍
声
、

箭
飛
如
雨

、
礫
走
如

雷
、

礼
部
顛
狂
惶
怖
将
自

殺
、
刃
已
犯

膚
、
左
右
相
救
、

還
刃

其
救
者
而

死

矣
、
従
軍
之
士

開
門
闕
、
則
寂
無
人

声
、
礼
部
急
棄

其
庄
而
不

推

自
去
、
烏
?
天
乎
神
乎
、
未
忘
護
法
之
勅
者
甚
験
矣
、
後
世
豪
強
可

為

鑑
戒
之
、
・
…
…

寛
正
五
年

（
一
四

六
四
）
龍
集

甲
申
仏
歓
喜
日

住
持
天
佑

梵
頡
謹
記
。

【
〔
　

〕
は
割
注

。
（
　

）
は
筆
者
注

。
以

下
同
」

こ

れ
は
「
京
城
万
寿
禅
寺

記
」

の
一
節
で

あ
る
が
、
享
徳

の
乱
が
勃
発

し

た
後
の
康
正

二
年

に
、
「
上

杉
礼
部
」

が
尾
張

国
味
岡

庄
に
「

欲
為
東

征
伐
資

糧
」

し
て
乱
入
し

た
と
の
記
事
を
載
せ

る
。
現
在

の
愛

知
県
小

牧

市
域
に
あ
っ
た
味
岡
庄
は
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
匸
ｃ
ｃ
に
中
宮
職
か
ら
の

下

文
に
よ

っ
て
平

時

範
が
庄

司

に
任
じ

ら
れ

た

㈲
が
初
見

で
あ
り

、

天
皇
家

領
と
し
て
成
立
し

た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い

る
。
史
料

に
見
え

る
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よ
う
に
鎌
倉
末
期
に
は
崇
明
門
院
に
よ
っ
て
報
恩
寺
（
万
寿
寺
と
一
つ
に

な
る
）
に
本
庄
が
寄
進
さ
れ
、
さ
ら
に
の
ち
に
良
悦
に
よ
っ
て
新
庄
も
寄

進
さ
れ
た
と
い
う
。
で
は
、
そ
の
地
に
乱
入
し
た
と
非
難
さ
れ
て
い
る

「
上
杉
礼
部
」
と
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
。
礼
部
は
治
部
省
の
唐
名
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
人
物
は
上
杉
一
族
で
治
部
省
関
係
の
官
職
を
帯
び
た
者
で
あ

る
。
且
つ
康
正
二
年
当
時
の
「
東
征
伐
」
す
な
わ
ち
享
徳
の
乱
に
お
け
る

足
利
成
氏
征
討
の
た
め
に
、
関
東
へ
下
向
し
た
者
で
も
あ
る
。
こ
の
条
件

に
あ
て
は
ま
る
人
物
比
定
は
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
来
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
確
に
答
え
を
出
す
こ
と
が
出
来
る
作

業
で
あ
る
。

史
料
Ｂ南

禅
寺
領
遠
江
国
初
倉
庄
代
官
職
事
、
先
度
雖
被
預
上
杉
治
部
少
輔

教
朝
、
被
返
付
訖
、
早
如
元
寺
家
可
被
致
直
務
之
沙
汰
之
由
、
所
被

仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

康
正
弐
年
五

月
十

八
日

当

寺
住
持

細
川
勝
元
）

右

京

大

夫

（

花

押

）

こ
こ
か
ら
、
康
正
二
年
当
時
、
上
杉
教
朝
が
「
治
部
少
輔
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
彼
を
史
料
Ａ
に
お
け
る
「
上
杉
礼
部
」
に
比
定
し
て
、

お
そ
ら
く
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
史
料
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
は
当
時
の
管
領
で
あ
る
細
川
勝
元
が
将
軍
足
利
義
政
の
意
を
奉

じ
て
出
し
た
管
領
奉
書
で
あ
る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
初
倉
庄
は
、
駿
河

と
の
境
に
な
る
大
井
川
の
下
流
域
に
あ
り
、
正
応
四
年
（
一
一
九
一
に

禅
林
禅
寺
（
の
ち
の
南
禅
寺
）
を
建
立
し
た
亀
山
上
皇
が
、
正
安
元
年

二

二
九
九
）
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る

。
そ
の
地
の
代
官
職
を
め
ぐ

り
、
こ
こ
で
何
か
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
か
。

ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
代
官
職
を
上
杉
教
朝
に

「
被
預
」
れ
た
の
は
誰
で
あ
り
、
そ
れ
を
南
禅
寺
に
「
被
返
付
」
れ
た
の

は
誰
か
、
と
い
う
基
本
的
な
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
単
純
な
理
解
は
、
南

禅
寺
が
教
朝
に
「
被
預
」
れ
、
そ
れ
が
南
禅
寺
に
「
被
返
付
」
れ
た
と
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
被
返
付
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
管
領
奉
書
が
教

朝
に
敬
語
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
南
禅

寺
に
関
す
る
受
身
表
現
、
も
し
く
は
返
付
を
受
け
た
南
禅
寺
へ
の
敬
語
表

現
と
す
れ
ば
、
か
な
り
苦
し
い
と
し
て
も
、
不
可
能
な
解
釈
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
が
上
杉

教
朝
と
南
禅
寺
の
間
で
完
結
し
て
い
る
出
来
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、

わ
ざ
わ
ざ
幕
府
か
ら
管
領
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。こ

う
し
た
幕
府
か
ら
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
南
禅
寺
に

よ
る
訴
え
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
南
禅
寺
が
初
倉
庄
へ

の
「
直
務
」
支
配
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
そ
れ
を
行
な
う
こ
と

が
出
来
な
い
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
幕
府
に
そ
の
回
復
の
た
め
の
措
置
を
と

る
よ
う
訴
え
た
。
幕
府
も
そ
れ
に
応
え
て
、
こ
の
奉
書
を
南
禅
寺
に
与
え

た
。
こ
の
視
角
か
ら
は
、
史
料
Ｂ
を
、
教
朝
と
南
禅
寺
の
間
で
完
結
し
て

い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
何
よ
り
も
、

南
禅
寺
が
教
朝
に
対
し
て
代
官
職
を
「
被
預
」
れ
た
と
す
る
理
解
が
成
立
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し
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
南
禅
寺

に
と

っ
て
、
教
朝
の
代
官
職

は
排

除
す

べ
き
対

象
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

従

っ
て
次

に
問

題
と
な
る
の
は
、
な

ぜ
、
教
朝

が
代

官
職
を
帯

び
た
こ

と

が
「
被
預
」

れ
た
と
表
現
さ
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
領

主
で
あ

る
南

禅
寺

の
意

に
反

し
て
教
朝

が
実
力

で
庄
園
を
占
拠
し

、
代

官

と
称
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
「
押

領
」
「
違
乱
」
「
狼
藉
」

な
ど

と

書
か
れ
る
の

が
普

通
で
あ

ろ
う
。
「

被
預
」

れ
た

と

い
う
表

現
は
、

教

朝
の
代
官
職

獲
得

が
一
定
の
正
統
性

の
下
で
行

な
わ
れ
た
こ
と
を
窺

わ
せ

る
。
し
か
し

、
そ

れ
が
南
禅
寺
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
と
考
え

難

い
こ
と

は

前
記

の
通
り
で
あ

る
。
で
は
、
教
朝

に
初
倉

庄
の
代

官
職
を
「
被
預
」

れ

た
の
は
誰
か

。
管

領
奉
書
が
こ
う
し
た
敬
語

表
現
を
用

い
て

い
る
と
こ

ろ

か
ら
最
も
単
純

に
想
定
で
き
る
の
は
、
将

軍
足
利
義
政
で
あ
ろ
う

。
以

下

の
史
料
な
ど
も

、
そ
う
し
た
推
測
の
参

考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

史
料
Ｃ南

禅
寺

造
営

事
、
任
先
例
、
可
令
奉
加

旨
、
被
仰
出
候
了
、
早
可

致

其
沙
汰
之
由

候
也
、
仍
執
達
如
件

。

宝
徳一
一

正
月

卅
日

飯
尾
為
種

永
　

祥

（
花

押

）

｛『
飯
尾
貞
連

性
　

通

（
花

押

）

遠
州
〔
初
倉
五
ヶ
郷
・
新
所
〕
名
主
沙
汰
人
中
　

宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
の
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
で
あ
る
。
内
容
を

見
る
と
、
南
禅
寺
領
の
「
名
主
沙
汰
人
」
に
対
し
て
幕
府
が
直
接
に
、
南

禅
寺
造
営
費
用
の
納
入
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
賦
課
を
納

入
し
よ
う
と
し
な
い
現
地
に
対
し
て
業
を
煮
や
し
た
南
禅
寺
が
、
幕
府
に

訴
え
て
こ
の
文
書
を
給
付
さ
れ
、
こ
れ
を
掲
げ
て
現
地
へ
の
説
得
に
あ
た

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
幕
府
が
当
該
国
の
守
護
や
守
護
代

に
命
じ
て
、
違
乱
な
ど
の
停
止
や
賦
課
の
徴
収
に
当
た
ら
せ
る
形
の
奉
行

人
奉
書
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
史
料
Ｃ
は
、
庄

園
領
主
が
自
ら
の
所
領
に
対
し
て
負
担
を
求
め
る
と
い
う
庄
園
組
織
の
内

部
の
問
題
に
関
し
て
、
幕
府
に
よ
る
現
地
へ
の
直
接
的
な
口
入
（
少
な
く

と
も
幕
府
の
権
威
や
威
令
の
発
動
）
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
般

的
な
事
例
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
目
。
換
言
す
れ
ば
、
南
禅
寺
側
か

幕
府
に
頼
っ
て
い
た
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
幕
府
は
初
倉
庄
の
支
配
に
つ
い

て
、
他
と
は
異
な
る
関
与
の
実
績
を
有
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。
遠
江
守
護

代
に
「
南
禅
寺
領
遠
江
国
初
倉
庄
并
新
所
郷
等
六
条
八
幡
宮
造
営
料
段
銭

事
、
為
先
々
免
許
云
々
、
早
可
被
止
催
促
之
由
候
也
」
と
命
じ
る
康
正
元

年
（
享
徳
四
年
・
一
四
五
五
）
七
月
の
幕
府
奉
行
人
奉
書

な
ど
も
、
そ

う
し
た
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
こ
で
は
南
禅
寺
の

主
張
を
容
れ
て
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
「
六
条
八
幡
宮
造
営
料
段

銭
」
の
徴
収
を
免
除
す
る
よ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
の
段
銭
の
徴
収
は
、
宝

徳
三
年
（
一
四
五

二

十
二
月
廿
九
日
付
の
管
領
奉
書
で
、
幕
府
が
「
遠

江
国
来
年
段
銭
事
、
早
守
事
書
旨
、
可
被
致
其
沙
汰
之
由
」
を
守
護
斯
波

義
健
に
命
じ
て
い
た
も
の
で
あ
り
0
5、
そ
れ
に
沿
う
て
守
護
方
か
ら
初
倉

庄
な
ど
へ
の
請
求
が
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南

禅
寺
は
当
の
幕
府
を
介
し
て
守
護
と
交
渉
し
よ
う
と
し
、
幕
府
も
そ
れ
に

応
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
経
緯
を

踏
ま
え

れ
ば
、
領
主
で
あ

る
南
禅
寺

の
意
に
背
く

形
で

初
倉

庄
の
代
官

職
を
「
被
預
」

れ

る
こ

と
の
で
き

る
存
在
と
し

て
、

従
前
か
ら
そ

の
地

の
支
配

に
直
接
関
わ
っ
て
き
た

（
と
自
認

し
て
い
た
で

あ
ろ
う
）
室
町
幕
府
、

具
体

的
に
は
将
軍
足
利
義
政
を
想
定

す
る
こ

と
も

不
自
然
で
は
な

い
と
思

わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
義
政
は

、
一
度

は
初
倉
庄
の

代
官
職

を
教
朝
に
与
え

た
も
の

の
、
「
直

務
」

を
求

め
る
南
禅
寺

か
ら
の

抗
議
に
よ
っ
て
で
あ

ろ
う

、
没

収
し
て
改
め
て
寺
家

に
返
還
し

た
の
で
は

な

い
か
。
そ
う
し
た
幕
府

の
措
置
を
伝
え

た
も
の

が
、
史

料
Ｂ

で
あ
っ
た
。

そ
う
で
あ

れ
ば
、
幕
府

が
教
朝

に
初
倉
庄
代
官
職
を

「
被
預
」

れ
た
の

は
史
料
Ｂ
の
康
正
二
年
五
月

か
ら
さ
ほ
ど
遡
ら
な

い
時
期
で

あ
っ
た
可
能

性
が
高

い
。
南
禅
寺

は
教
朝

が
代

官
に
な
り
「
直

務
」

が
妨

げ
ら
れ
た
段

階
で
す
ぐ
に
幕
府
に
抗
議
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
史
料
Ｂ

は
幕
府
が
そ

う
し
た
南
禅
寺
の
要
求
を
受

け
入

れ
る
姿
勢
で
あ

っ
た
こ
と

を
伝
え

て

い

る
。
初
倉

庄
が
「
被
預
」
ら
れ
た
あ
と
、
南
禅

寺
へ
「
被
返
付
」
る
ま
で
、

時
間
は
か
か
ら
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
。
教
朝

の
初
倉
庄
代
官

補
任
と

い
う

幕
府
の
措
置
は
、
実

際
に
は
早
々
に
撤
回
さ

れ
て

い
た
と
思

わ
れ
る
。

で
は
な

ぜ
、
康
正
二
年

の
頃
、
幕
府
は
教
朝
に

、
一

時
的
に
せ
よ
南
禅

寺
領
で
あ
る
初
倉
庄
を
委
ね

る
よ
う
な
措
置
を
と

っ
た
の
か
。
ほ

ぼ
同
時

期
の
史
料
Ａ

か
ら
類

推
し
て
、

初
倉
庄
の
代

官
職
に

つ
い
て
も

、
「
東
征

伐
」
の
「
資
糧
」
を

確
保
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て

、
教
朝

に
と
っ
て
も

幕
府
に
と
っ
て
も
必
要
と

さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う

か
。
こ

の
翌
年
す
な

わ
ち
長
禄
元
年
（
一
四
五
七

）
の
五
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
の
時
期
、
新

た
な
鎌
倉
公

方
と
し

て
足
利

政
知

が
伊
豆

の
堀
越
に
下
向

す
る
0
6。
そ
の

際
、
教
朝
も
政
知

に
随
行

し
て

い
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。

史

料
Ｄ…

…
一
京
公
方
義
政
公
の
御
連
枝
、
天
竜
寺
の
僧
に
て
御
座
を
還
俗
し

奉
り
、
左
兵
衛

督
政
智
（
知
）
と
名

つ
け
申
、
関
東
へ

御
下
向
有
り
、

然
と
も
鎌
倉

は
猶
成
氏
に
し
た
か

ふ
人
々
お
ほ
し

、
よ
の
主
君
を
備

へ
奉
る
へ
き

事
あ
や
う
し
と
て

、
上

杉
の
分
国
伊
豆

の
北
条
に
御
所

作
り
を
か
り

に
定
め
、
両
上
杉
も

か
の
御
下
知
を
仰

き
奉
る
故
、
禅

秀
の
子
治
部
少

輔
教
朝
を
御
供

に
て
、伊

豆
の
堀

越
に
移
り
給
へ
は
、

皆
豆
州
様
と
も
堀

越
の
御
所
と
も
申

奉
る
、

こ
こ

で
、
改

め
て

上
杉
教

朝
と

い
う

人
物

の
確
認
を
行

な
っ

て
お
く

。

彼
は
関
東
管
領
な

ど
と

し
て
東
国

に
大
き

な
勢
力
を

蓄
え

て

い
た
上
杉
氏

の
一
族
で
は
あ

っ
た
が
、
享
徳
の
乱

が
起
こ
っ
て

い
た
当

時
、
関
東
に
在

住
し
て

い
た
訳
で

は
な
い
。
か
つ
て

関
東
で
禅
秀
の
乱

（
一
四

ヱ
（

）
を

起
こ
し
て
滅
亡
し

た
上
杉
氏
憲
（
禅
秀

）
の
息
子
で

あ
る
。
関
係
す

る
人

物
の
略

系
図
を
付

す
の
で

、
人
名
な

ど
適
宜
参

照
し
て

い
た
だ

き
た

い
。

そ
の
も
と
と
し

た
「
上
杉
系
図
」

に
は
、
教
朝

に
つ
い
て
「
治
部
少

輔
」

の
尻
付

の
ほ

か
に

史
料
Ｅ母

武
田
氏
女

、
幼
少
時
為
常

陸
大

禄
養
子
、
禅

秀
乱
時
、
僧
日
峯

推

之
赴
京

都
為
法

師
、
因
勝
定

院
（
足
利
義
持
）
命

還
俗
、
依
普
光
院

殿
（
足
利
義
教
）
命
攻
鎌
倉
、
教
朝
兄
持
房
同
賜
御
旗
、
入
鎌
倉
、

又
自

北
陸
道
至

奥
州
攻

（
結
城

）
氏
朝

、
氏
朝

僕
卒
二
十

騎
力
戦

、

教
朝
遂
討
氏

朝
首
献
京
都
、

其
後
伴
関
東

（
足

利
）
政
智
、
在
豆
州
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上
杉
系
図
　

重
房
－

輜
重

－
1
8
－

（
扇
谷
）

重
顕
－

朝
定
＝

顕
定
－

氏
定
－

持
定
－

持
朝

憲
房

重

能

（

犬

懸

）

憲
藤

（

山

内

）

憲

顕

頼
成
－

藤
成

女

子

精

子

（

足

利

尊

氏

母

）

朝
房

朝
宗

氏

憲

（

禅

秀

）

憲

顕

顕
房
－

政
真

定
政
－
朝
良

治

部

少

輔
　

式

部

少

輔

（

Ｃ
は

無

し

）

持
房

氏
朝
１

持
房

政
熙

政
具

号
一
色
左
京
大
夫

（

Ｃ
は
「
号
一
色
式
部
少
輔
、

左
京
大
夫
義
直
養

子
」
）

治
郎
少
輔
（

Ｃ
は
治
郎
大
輔
）

政

憲

憲
方
　
　
憲
定
１

憲
基
＝

憲
実
　
　
憲
忠

一

房
方
－

憲
実
　
　

一

房
顕
Ｉ

顕
定

憲

栄

＝

房

方

顕
定

＠

『
続
群

書
類
従

』
（
第
六

輯
下
）

巻
第
百

五
十
三

所
収
の

「
上

杉
系

図
」
（
ａ

と
す

る
）
・
「
上
杉

系
図

別
本
」
（
ｂ

）
、
巻

第
百
五
十
四

所
収

の
「
上

杉
系
図

」
（
ｃ
）
・
「
上
杉
系

図
洩
羽
本
」
（
ｄ

）
　の
四

本
か

ら
作
成
。

＠

ａ
と
ｄ

が
、

※
の
部
分
に

史
料
Ｅ
を
注
記

し
て
い

る
。

＠

ｃ
は

教
朝
を
「
教

明
」
と
す

る
が
、
誤
記
と
考
え

、
こ
こ
で
は

載
せ
な
い
。
ｃ

で
は
尻
付

も
「
治
部
少

輔
伊
予
守
」

と
な
っ
て
い

る
。

＠

―

の
部
分
は
養
子
関
係
。

＠

（
　

）
は
松

島
註
。



北
条
、
依
心
中
難
決
事
有
之
、
不

図
自
害
、
五
十
四
歳
、
法
名

常
進
。

号
大

勝
。

と

の
経
歴
が
記
さ
れ
て

い
る

。
こ
こ

に
も
見
え

る
よ
う
に
、

彼
は
父
が

乱
に
よ
っ
て
敗
死

し
た
の
ち
、
兄
た
ち

と
と

も
に
誅
罰
を
免

れ
、
京

都
に

上
っ
て
い
た
。
禅
秀
は
鎌
倉
公
方
足
利

持
氏

と
対
立
し
て
挙
兵
し

た
の
で

あ
る
か
ら
、
持
氏
と
の
対
立
を
深
め

て
い
た
京
都
の
幕
府
は
む
し

ろ
彼
ら

を
後
援
し

、
活
用

す
る
姿
勢
を
示
し

た
。
永
享
十
年
（
一
四
三
八

）
の
永

享
の
乱
勃
発

に
際
し
て
教
朝
は
、
幕
府

軍
を
率

い
る
立
場
で
関
東

に
遠
征

し
て
い
る
0
9。
ま
た
、
永
享

十
二
年

か
ら
の
結

城
合
戦

に
際
し
て
も

、
再

び
関
東
へ
と
出

陣
し
て

い
た

。
こ

の
経
歴
で

も
、
そ
う
し

た
足
跡

が
多

少
は
窺
え

る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
そ
う
し

た
家
柄

や
前
歴
か

ら
、
享
徳

の
乱

に
お
い
て
も
、
新
た
な
関
東
の
公
方

の
近

臣
と

し
て
、
再

び
「
東
征
」

を
命
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う

。
「
犬
懸
上

杉
教
朝

は
、
鎌

倉
公

方
（
古
河
公

方
）
家
に
背

い
て
京

都
に
亡
命
し
た
関
東
武
士

を
代
表

す
る
」
「
教
朝

と
そ
の
子

政
憲
は

、
両

（
山
内

・
扇
谷
・：
松

島
註

）
上
杉

氏
を
堀
越
公

方
に
結
び
付
け
る
役
割

を
期
待
さ
れ
て

い
た

の
だ

ろ
う
」

と

の
家
永
遵
嗣
氏

の
指
摘

は
的
確

で
あ
る
と
思

わ
れ
る

が
、
ま
た

そ
れ

ゆ

え

に
彼

ら
父
子

は
厳
し

い
局
面

に
立

た

さ
れ

る
こ

と
に

も
な

る
の

で
あ

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
こ
と

に
な
ろ
う
。

政
知
と
と
も
に
関
東
に
下
向
す

る
前

年
の
康
正

二
年
は

、
教
朝

に
と
っ

て
関
東
下
向

の
準
備
を

進
め
る

べ
き

年
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る

。
た

だ
、

教
朝

や
幕
府
に
と
っ
て
、
戦
乱

の
関

東
の
地
で
、
古
河
公
方
成
氏

と
対
抗

す
る
た
め
の
基
盤
を
新
た
に
得

る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と

は
、
想
像
す
る

に
難
く
な
か
っ
た

の
で
は
な

い
か
。
そ

の
た
め
、
教
朝

が
「
資

糧
」

を
調

達
す
る
た
め
の
拠
点

を
、
ま
だ
幕
府

の
威
令

が
及

ぶ
東
海

地
方
の
各
地
に

設
け
る
こ
と

が
必
要
と

さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し

た
緊

急
的
な
措
置

と

し
て
、
幕
府
は
自

ら
の
影

響
力
を
行
使

し
や
す

い
場
所

の
権
利
を
教
朝

に
与
え

よ
う
と
し

た
が
、
却
っ
て
領
主

側
か
ら
の
反
発
を
招

く
こ

と
に
な

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

以

上
の
検
討
を

踏
ま
え

る
と
、
史
料
Ａ

に
お
け

る
味
岡
庄

で
の
混
乱
に

つ
い
て
も
、
記
事

に
よ
る
事
態
の
描
き
方

と
は
異
な

る
角
度

か
ら
照
明
を

当

て
る
こ
と

が
可
能

で
は
な

い
か

。
こ

の
庄
園
は
確
か

に
万

寿
寺
領
で
あ

っ
た
が
、
康
正
二
年
段

階
に
な
る
と

、
そ
れ
以

外
の

関
係
者
に
も
注
目
す

る
必
要

が
あ

る
。
こ

の
年
の
「
造
内
裏
段

銭
井
国
役
引
付
」

を
見
る
と
、

味
岡
庄
に
つ
い
て
は

・
　「
嵯
峨
大
雄
寺

領
」

の
「
尾
州
味

岡
庄

段
銭
」

が
「
五
貫

八
十
文
」
、

・
「
伊
勢
平
三
左
衛
門
尉
殿
」
の
「
尾
州
味
岡
段
銭
」
が
「
一
貫
五
百
文
」
、

・
　「
万
寿
寺
領
」

の
「
尾
州
味
岡
新

庄
段

銭
」
が

「
八
貫
二

百
六
十
文
」
、

・
　「
伊
勢
彦
左
衛

門
尉
殿
」
の
「
尾
州
味

岡
段
銭
」

が
「
一
貫
五
百
文
」
。

と
四
者
か
ら

の
納
入
が
記
さ
れ
て

お
り

、
幕
府

の
中

枢
部
に

い
る
伊

勢

氏
の
一
族

が
、
ま
だ
一
部
と
は

い
え

、
庄
内
に
支
配

地
を
広
げ
て

い
た
こ

と
が
見
て
取

れ
る
。
教
朝
が
関
東
へ

の
途
次
で
「
資
糧
」

の
調
達
を
図

る

た
め
の
幕
府
か

ら
の
援
助
は
、
初
倉
庄

の
場
合
の
よ
う

に
各
地
で
な
さ

れ
、

伊
勢
氏
の
影
響

力
が
期
待
で
き

る
味

岡
庄
も
、
そ

の
対

象
地
の
ひ
と
つ

に

選
定
さ

れ
た
の
で
は
な

い
か

。
し

か
し
味
岡
庄
に

お
い
て
も
、
庄
園
領
主

で
あ

る
万
寿
寺

は
こ

の
措
置
に
反
発

し
、
現
地
で

は
教
朝
の
行
動
を
実
力
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で
阻
止
し
よ

う
と
し
た

。
そ
の
経
緯

を
、
表
面

の
部
分
だ

け
で
辿

れ
ば
、

史
料
Ａ

の
後
半
の
よ
う
な
記
述
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

ま
た
、
関

東
の
兵
乱
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
幕
府
と

教
朝
の
目
論
見
は

、
見
通
し
が

甘
く
失

敗
に
終
わ
っ
た
こ
と

が
示

さ
れ
て
い
よ
う
。
史
料
Ａ
と
史
料
Ｂ

は
、

合
わ
せ

読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時

の
幕

府
が
と
ろ
う
と
し

た
対

関
東
政

策
の
一
端

を
垣
間
見
せ
て
く

れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

上

杉
教
朝

の
足
跡
が
示

す
構
図
と

は
、
幕
府
の
後
押
し
で
古
河
公

方
成

氏

に
対
抗

す
る
勢
力

が
東
下
し
て
も

、
そ
の
政
治
的

・
軍
事
的

実
力

の
形

成
・
維
持

に
つ

い
て
は

基
本
的
に
途
次

や
現
地
で
の
収
奪
（
既
得
権
益

者
か

ら

の
奪
取

）
に
頼
る
し
か
な

い
の
で

あ
り

、
そ
れ
が
各
地
で

の
混
乱

を
も

た
ら
す

、
と

い
う
こ

と
に
な
ろ
う

。
筆
者

は
前
稿
で
堀
越
公
方

の
奉
行

人

で
あ

る
布
施
為

基
が
、
寛
正

元
年
二

四

六
〇
）
か
ら
三
年
に
か

け
て
伊
豆

国

で
浄

智
寺
領

な
ど
を
押

領
し

た
と
訴
え

ら

れ
た
事

件
を

検
討
し

た

。

為

基
の
押
領
行
為

と
さ
れ

る
事
柄
の
実

態
は

、「

就
御
陣
押

領
」
す

な
わ

ち
堀
越
公
方

を
支
え

る
た
め
の
徴
発
で
あ
り

、
幕
府
も
一
旦

は
為

基
の
行

為
と
権
益
を
認

め
よ

う
と
し
て

い
た

。
し

か
し

、
寺
院
か
ら

の
訴
訟

が
重

な
っ
て
こ

の
件

が
問

題
化

す
る
と
、
幕
府

は
一
転
し
て
為
基
を
抑
制

す
る

側
に
ま
わ

っ
た

の
で

は
な
い
か
、
と

い
う

の
が
そ
こ

で
の
筆
者

の
想

定
で

あ
っ
た

。
小
稿

で
の
教
朝
の
事
例
と
同
様

な
も

の
と
し
て
、
時
間
的

に
は

少
し

後
に
な

る
が
、
為

基

の
事

例
を
捉
え

る
こ
と

が
で
き

る
で
あ
ろ
う

。

教
朝

や
為
基

が
表
面

上
で
は
「
悪

役
」
に

さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
顛
末

は
、

ど
ち
ら
も
室
町
幕
府

が
享

徳
の
乱
に
対
応
し
よ

う
と

し
た
時
の
構

造
的
な

問
題
の
露
呈
と

い
う

べ
き

出
来
事
な

の
で
あ
り

、
そ
の
意
味
で
歴
史

は
繰

り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
、
一
色
政
熙
と
そ
の
所
領

前
章
で
み
た
事
例
は
、
「
東
征
伐
資
糧
」
を
得
よ
う
と
す
る
た
め
の
教

朝
に
よ
る
東
海
地
域
で
の
所
領
確
保
が
、
お
そ
ら
く
幕
府
か
ら
の
支
援
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頓
挫
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当

時
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
ど
れ
だ
け
の
土
地
で
起
こ
っ
て
い
た
の
か
、

正
確
に
は
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
見
え
て
く
る

限
り
で
は
、
教
朝
（
そ
し
て
幕
府
）
の
思
惑
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
う
し
た
結
果
と
は
別
に
、
堀
越
公
方
政
知
を
輔
佐
す
る
一
員

と
し
て
関
東
に
下
る
教
朝
を
、
幕
府
が
「
東
征
伐
資
糧
」
確
保
の
た
め
に

支
援
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
視
角
に
立
つ
と
、

一
見
無
関
係
と
思
わ
れ
る
同
時
期
の
別
の
事
例
が
、
興
味
深
い
も
の
に
見

え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

史
料
Ｆ

（
花
押
）

越
中
国
宮
川
荘
事
、
所
充
行
一
色
七
郎
政
熙
也
者
、
早
守
先
例
、

可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

長
禄
四
年
九
月
廿
六
日

こ
の
将
軍
足
利
義
政
御
判
御
教
書
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
色
政
熙
が
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教
朝
の
実
子

で
あ
る
か
ら

で
あ
る

。
「
上
杉
系

図
」

で

は
教
朝
の

後
継
者

と
な

っ
た
政
憲

の
兄

の
位
置

に
そ

の
名

が
見
え

、
「
号

一
色
左

京
大
夫

」

も
し

く
は
「
号
一
色
式
部
少

輔
、
左

京
大

夫
義
直
養
子
」
と

の
注
記
が
付

さ
れ
て
い
る

。
一
方

、
「
一
色
丹
羽
系

図
」

で

は
丹
後
守
護
で
あ

っ
た
一

色
持
範
の
子
と
し
て
「
正
照
」
の
名
前
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
熙
の
誤
記

で
あ
ろ
う
。
『
系

図
纂
要

』

の

一
色
家
の
系
譜

で
は
、
や
は
り
持

範
の
子

と
し
て
政
熙
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
持
範
の
弟
で
三
河
守
護
を
つ
と
め
、

将
軍
義
教
に
よ
っ
て
謀
殺
さ

れ
た

一
色
義
貫

の
子
で
あ

る
義

直
と
は
、
従

兄
弟
同
士
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ

の
辺
り
は
状
況

が
や
や
錯
綜
し

て
い
る
が
、
検
討
を
加
え

ら

れ
た
家

永
遵
嗣
氏
は
「
左
京
大
夫
義

直
養
子
」

と

い
う
記
述

の
方
が
可
能

性
が
高

そ
う
で
あ

る
と
さ

れ
る

。
詳

細
は
不

明
確
な
部
分
も
あ
る
が
、
教
朝
の
子
で
あ
っ
た
政
熙
が
一
色
家
の
養
子
に

入

っ
て

い
た
こ

と
は
首

肯
で

き

る
で
あ

ろ
う

。
彼
は

、
こ

の
長
禄
四

年

二

四
六

〇
）
に
将
軍
義

政
（
す

な
わ
ち
幕
府

）
か
ら
所

領
を
与
え

ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
注
意
し
た

い
の
は
そ
の
土
地
で
あ

る
。
こ

の
越
中
国
宮

川
庄
は
徳
大
寺
家
の
所
領
で

あ
っ
た
が
、
か
つ
て
嘉
吉
三

年

二

四
四
三
）

か
ら
四

年
に
か
け
て
、
次
の
よ
う

な
動
き
が
あ
っ
た

。

史
料
Ｇ越

中
国
宮
川
庄
事
、
可

被
渡
付

徳
大
寺
家
雑
掌

、
於
当

年
貢
者
、
可

被
沙
汰
渡
上
杉
治
部
少

輔
（
教
朝
）
代
之
由
候
也

、
仍
執
達
如
件
、

十
二
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　

常
守

判

真
妙

判

神
保
備
中
守
（
国
宗
）
殿

こ
れ
は
当
時
の
管
領
で
あ
る
と
と
も
に
越
中
守
護
で
も
あ
っ
た
畠
山
持

国
の
命
を
受
け
た
奉
行
人
が
、
守
護
代
神
保
国
宗
に
そ
れ
を
伝
え
る
体
裁

の
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
徳
大
寺
家
の
雑
掌
に
渡
す
一
方
、
当
年
分
の
年

貢
を
上
杉
教
朝
に
与
え
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
Ｈ
と
と
も
に
、

実
際
の
受
取
人
は
徳
大
寺
家
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
と
っ
た
徳
大

寺
家
側
か
神
保
に
折
衝
し
た
結
果
、

史
料
Ｈ越

中
国
宮
川
庄
事
、
去
月
廿
七
日
御
奉
書
如
此
、
任
被
仰
下
之
旨
、

至
下
地
者
渡
付
徳
大
寺
家
雑
掌
、
於
去
年
々
貢
者
可
被
渡
付
上
杉
治

部
少
輔
殿
代
者
也
、
恐
々
謹
言
、

正
月

六
日

国

宗

判

と
神
保
国
宗
に
よ
る
現
地
へ
の
指
示
が
出
さ
れ
る
展
開
と
な
っ
た
。
お

そ
ら
く
越
中
に
い
る
神
保
の
被
官
が
充
所
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
獲
得
し
た

徳
大
寺
家
の
使
者
が
現
地
に
赴
き
、
指
示
内
容
の
実
施
を
求
め
る
と
い
う

展
開
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
時
の

宮
川
庄
は
教
朝
側
が
実
際
に
知
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

こ
の
地
を
家
領
と
主
張
す
る
徳
大
寺
家
側
か
幕
府
に
訴
え
た
と
い
う
構
図

を
想
定
で
き
る
。
幕
府
（
す
な
わ
ち
管
領
と
し
て
の
畠
山
持
国
）
は
徳
大

寺
家
の
主
張
を
認
め
て
守
護
と
し
て
の
対
応
を
進
め
る
一
方
、
教
朝
の
得

分
に
つ
い
て
も
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
教
朝
に

と
っ
て
も
こ
の
宮
川
庄
に
つ
い
て
何
ら
か
の
権
利
を
主
張
で
き
る
根
拠
は
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存
し
た
の
で
あ
り
、
幕
府
も
そ
れ
を
無
下
に
は
比
定
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
の
憶
測
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
時
期
的
な
近
さ
か
ら

推
し
て
、
史
料
Ｅ
に
も
見
え
る
よ
う
な
永
享
の
乱
や
結
城
合
戦
へ
の
出
陣

に
関
わ
る
「
東
征
伐
資
糧
」
を
確
保
す
る
た
め
の
拠
点
と
し
て
、
幕
府
が

教
朝
に
与
え
て
い
た
、
も
し
く
は
知
行
の
実
力
行
使
を
黙
認
し
て
い
た
と

の
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。
教
朝
自
身
は
関
東
か
ら
の
い
わ
ば
「
亡
命
者
」

で
あ
り
、
特
に
こ
の
地
に
由
緒
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
が
嘉
吉
の
乱
に
よ
る
幕
府
の
弱
体
化
も
あ
り
、
徳
大
寺
家
側

か
ら
の
抗
議
に
譲
歩
す
る
形
に
な
っ
た
と
推
測
す
れ
ば
、
話
の
筋
は
通
り

そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
が
。

そ
れ
か
ら
十
数
年
を
経
て
、
そ
の
地
が
今
度
は
政
熙
に
充
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
頃
の
政
熙
の
立
場
を
見
て
い
く
と
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）

ま
で
に
は
御
部
屋
衆
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
将
軍
義
政

の
御
前
で
宿
直
す
る
役
で
あ
る

。
い
わ
ば
将
軍
の
近
習
の
一
員
で
あ
っ

た
。
彼
は
応
仁
の
乱
が
起
こ
る
ま
で
こ
の
役
を
つ
と
め
、
の
ち
文
明
十
一

年
（
一
四
七
九
）
に
は
将
軍
義
尚
の
申
次
と
な
っ
た
と
い
う

。
ま
た
、

史
料
Ｆ
の
直
前
、
長
禄
四
年
八
月
十
五
日
に
は
将
軍
義
政
か
ら
屋
地
を
拝

領
し
て
い
る

。
史
料
Ｆ
の
よ
う
な
「
一
色
七
郎
政
熙
」
と
い
う
ま
だ
官

職
を
帯
び
て
い
な
い
名
乗
り
を
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
彼
は
義
政

の
側
近
と
し
て
自
立
し
は
じ
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
存
在
が
幕
府

と
堀
越
公
方
と
を
つ
な
ぐ
紐
帯
の
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
は
、
贅
言
す
る
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
義
政

も
彼
を
身
近

に
取

り
立
て
て

い
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う

か
。
そ
れ
と
同
時

に
、
か

つ
て

教
朝

が
権
益
を
有
し

た
地
が
、
改
め
て

実
子

に
充
行
わ

れ
た

の
で
あ

る
。

前
章

で
見
た
よ

う
に
、
教

朝

が
政

知
と
と

も
に
東
下

す
る
に

際
し
て

、

「
東
征
伐

資
糧
」

を
必
要
と

し
な

が
ら
も

、
そ
の
調
達

が
必

ず
し

も
円
滑

に
進
行
し
な

か
っ
た
と
思
わ
れ

る
直
後
に
、
こ
の
よ
う

な
現
象
が
見
出
せ

る
こ

と
に
注
意
し

た
い
。
端
的
に

い
え

ば
、
こ
れ

は
幕
府

に
よ
る
教
朝
へ

の
支
援
の
一
環
で

は
な
か
っ
た
の

か
。
実
子
を
将
軍

側
近

と
し
て
取
り
立

て
、

教
朝

の
か
つ

て
の

「
東

征
伐
」

で
あ

っ
た

永
享

の
乱

な
ど

の
頃
の

「
所
領
」

を
再

び
給
付

す

る
。
い

ず
れ
も
、

関
東
に

い
る
教
朝

が
そ
の
活

動

を
進
め
る
こ
と

を
幕

府
が
後
援
す

る
姿
勢
を
示
す
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ

う

。
そ
し
て
お
そ

ら
く
、
幕
府
か

ら
の
こ

う
し
た

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
、
よ

り
大

規
模
な
も
の

で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
政
熙
ひ

い
て

は
教
朝
に
与
え

ら
れ
た
所
領
は
、

宮
川

庄
だ
け
に
止
ま

ら
な
か
っ
た

。

史

料
Ｉ

（
花
押
）

丹
後
国
丹
波

郷
・
近
江

国
比
良
庄
内

山
門
領
分
預
所

職
〔
田
中
清
賀

跡
〕
　・
越
中

国
宮

川
庄
・
越
前
国

野
田
本
郷

・
同
郷
内
元

興
寺
領
分

代

官
職
〔
千
秋
民
部
少

輔
入
道
浄
祐
跡
〕
等
事

、
早
任
当

知
行
之
旨
、

一
色
式
部
少

輔
政
具
領
掌
不
可
有

相
違
口

（
之
）
状
如

件
。

明
応
六
年
十

一
月
六
日
田

こ
こ

に
見
え

る
一
色

政
具
は
政
熙

の
子

で
あ
る
。
こ
の
足

利
義
澄
御
判

御

教
書
は
明
応
六
年

（
一
四

九
七
）
段

階
で
の
政
具
の
所

領
五
ヶ
所
に
つ
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い
て
、
当
知
行
を
認
め
他
者
の
濫
妨
を
禁
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
確
認
で
き
る
政
具
の
所
領
は
、
そ
の
家
の
相
伝
で
は
な
く
、
一
時
期
に

ま
と
め
て
父
政
熙
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宮
川
庄
は
前

期
の
よ
う
に
長
禄
四
年
九
月
に
政
熙
に
充
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

他
の
所
領
に
つ
い
て
史
料
Ｉ
の
掲
出
順
に
見
て
い
く
と
、

史
料
Ｊ

（
花
押
）

近
江
国
比
良
庄
預
所
職
〔
田
中
清
賀
跡
〕
事
、
所
充
行
一
色
七
郎
政

熙
也
、
於
有
限
山
門
公
用
者
、
厳
密
致
其
沙
汰
、
至
下
地
者
、
早
守

先
例
、
可
令
領
知
之
状
如
件
、

寛
正
元
年
十
二
月
卅
日
田

史
料
Ｋ

御
判

越
前
国
野
田
本
郷
〔
千
秋
民
部
少
輔
入
道
浄
祐
跡
〕
事
、
所
充
行
一

色
七
郎
政
熙
也
者
、
早
守
先
例
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

長
禄
四
年
四
月
二
日

史
料
Ｌ

（
花
押
）

越
前
国
野
田
郷
内
〔
千
秋
民
部
少
輔
入
道
跡
〕
元
興
寺
領
分
事
、
所

充
行
一
色
七
郎
政
熙
也
、
早
於
公
用
者
、
任
先
例
、
可
致
執
沙
汰
之

状
如
件
、

寛
正
二
年
九
月
十
七
日
田

以
上
の
史
料
が
確
認
で
き
る
。
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
が
改
元
（
十

二
月

廿
一
日
）
さ

れ
て
寛
正
元

年
と
な
っ
て

い
る
か
ら
、
前
掲

の
史

料
Ｆ

と

あ
わ
せ

て
、
五
ヶ

所
の
う
ち

丹
波
郷
田
以

外

の
四
ヶ
所

は
、
わ

ず
か
一

年
半

ほ
ど
の
間
に

、
義

政
か
ら
政
熙
に
つ

づ
け
て
与
え
ら

れ
た
こ
と

が
分

か
る
。
こ
れ
は
単
な

る
偶

然
で
は
片
付
け

ら
れ
な

い
話
で
あ

ろ
う

。
明
ら

か
に
、
義
政
ひ

い
て

は
幕

府
に
よ
る
政
熙
へ

の
意
図
的
な
所
領
集

積
の
姿

勢
が
窺
え

る
。
教
朝

の
東
下

に
際
し
て
、

東
海
地
域

で
は
失

敗
に
終
わ
っ

た
ら
し

い
「
東
征
伐
資
糧
」

獲
得
を
援
助

す
る
た
め
の
拠
点

（
さ
ら
に
は

政
熙

が
将
軍
側
近
と
し
て

守
護
大
名
一
色
氏

か
ら
自
立
し
、
教
朝
と

幕
府

と

の
間
で
窓
口
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う

な
政
治
的

経
済

的
基
盤
）
作
り

が
、
史

料
Ｆ

の
よ
う

に
教

朝
と
因
縁

の
あ

る
場

所
や
、

史
料
Ｊ

か
ら
Ｌ
の
よ
う

に
「
跡
」
と
し
て
幕
府

が
進
退
し

や
す

い
場

所
で
、

集
中

的
に
進
め
ら

れ
た
こ

と
が
、
こ
れ
ら

の
事

例
に
は
示

さ
れ
て
い
よ
う
。

な
お
、
こ
れ
ら

の
所
領

が
、
将
軍
義
政

す
な
わ
ち
幕
府

に
よ

っ
て
進
退

さ
れ
て

い
る
の
は

確
か
で

あ
る
が
、
そ

れ
が
い
わ

ゆ
る
御
料
所

で
あ

’つ
た

た
め
で
あ

る
の
か

ど
う
か
は

、
筆

者
に

は
判
断
し

き
れ
な

い
。
『
国

史
大

辞
典
』

の
「
室
町
幕

府
御
料
所
」

の
項

の
一

覧
表
に
は

、
こ

れ
ら

の
土

地
は
ど
れ
も
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ

、
た
と
え

ば
比
良
庄

の
預
所
職

を
帯
び
て

い
た
と

い
う
田

中
清
賀
は
、
西

佐
々
木
同
名
中
と
よ

ば
れ
る
近

江

国
湖
西
地
方
の
佐

々
木

一
族
で
あ

る
と

思
わ
れ
、
そ

の
拠
点

で
あ
る
田

中

郷
は
比
良
庄
の
北

方
に
位
置
し
て

い
る
。
西

島
太
郎
氏

は
佐

々
木
田
中

氏

に
つ

い
て
検
討
を
加
え

ら

れ

、
寛
正

末
年
頃

ま
で
に

は
幕
府

政
所
執

事
で
あ
る
伊
勢
氏
と

、
進
物
を
贈
る
一
方

で
御
料
所
代
官
職
へ

の
推
挙
を

受

け
る
よ
う
な
関
係

を
つ
く
っ
て

い
た
こ
と

を
指
摘
さ

れ
た

。
少

し
時
期
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的
に
は
遡
る
が
、
田
中
清
賀

が
「
山

門
領
分
」

と
さ
れ

る
比
良

庄
の
預
所

職
を
帯
び
る
こ

と
が
で
き
た
の
も
、
伊

勢
氏

や
幕
府
に
よ

る
山

門
と

の
折

衝
を
通
し
て
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高

い
し
、
そ
れ

ゆ
え

に
こ
そ
義

政
は
こ

の
所
職
を
、
自
ら
の
側
近

（
そ
し
て

東
国

政
策
の
窓
口
）
と
し
て

の
基
盤

を
持
た
せ
よ
う

と
し
た
政
熙

に
給
付

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
越
前
の
野
田
郷

に
関
わ

る
所
職
を
帯
び
て

い
た
と

い
う

千
秋

民
部
少

輔
入

道
浄
祐
は
、
熱
田
大
宮
司

の
一
族
で
幕
府
の
奉
公

衆
と

な
っ

て
い
た
千
秋
氏
と

見
て
間

違

い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
永

享
以

来
御
番

帳
」

で

は
五

番
に

「
千

秋
民
部
少

輔
入
道
」

の
名

が
見
え

、
「
文

安
年
中
御
番

帳
」

で
は
五

番
の
在

国
衆

に
「
千
秋

民
部
少

輔
」

が
見
出
せ

る
。
こ

の

「
在
国
」

が
越
前
で

あ
る
こ
と
は
、
「
長
享
元
年

九
月
十
二
日
常
徳
院

殿
様

江
州

御
動
座
当

時
在
陣

衆
着
到
」

の
五
番

に
「
越
前
」

と
傍

注
を
付

し

て
「
千
秋
民
部
大

輔
政
宗

」
の
名
前

が
あ

る
こ
と

か
ら
ほ

ぼ
確
実
で

あ
る
。

こ

の
、
越
前

に
在

国
し
て
そ
の
地

に
所
職
を

有
し
、
民
部
少
輔
も
し

く
は

大
輔
を
名
乗

る
一
族
の
一
人
に
浄
祐
を
数
え

る
こ
と

は
自
然
で
あ
り

、
時

期
的

に
見

れ
ば
「
永

享
以

来
御
番
帳
」

の
千
秋

民
部
少
輔
入
道

に
比

定
で

き

る
可
能
性
も

高
い
。
以

上
か
ら
、
奉
公

衆
と

推
測
し
て
ほ

ぼ
誤
り

な
い

と
思
わ
れ

る
浄
祐
が
帯
び
て

い
た
野
田
郷

関
係
の
所
職
は
、
幕
府

の
御
料

所
と
し
て
捉
え
て
も

さ
ほ
ど
的
外
れ

に
は

な
ら
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
こ

れ
も
ま
た
、
義

政
が
新

た
に
政
熙
に
与
え
よ
う
と

し
て
も
不
思
議
で

は
な

い
所
領
で
あ
ろ
う

。
政
熙

は
こ
れ
ら
を
基

盤
と

し
て
、
義
政
の
側
近
と

し

て
東

国
の
実

父
教
朝

を
援

助
す

る
立
場

を

つ
く
っ

て
い

っ
た
と

い
え

よ

な
お
、
こ
の
よ
う
に
義
政
に
よ
っ
て
充
行
わ
れ
た
政
熙
の
諸
領
は
、
し

か
し
必
ず
し
も
安
定
し
た
支
配
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次

の
政
具
の
代
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
な
る
と
、
そ
れ
が
露
わ
に
な

っ
て
く
る
。

史
料
Ｍ山

門
領
近
江
国
比
良
庄
預
所
職
・
越
前
国
野
田
郷
・
同
国
衙
年
貢
井

当
郷
内
元
興
寺
領
分
等
事
、
早
退
押
領
之
族
、
可
被
全
領
知
之
由
、

所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

明
応
二
年
十
二

月
廿
八
日

筑
前
守

（
花

押
影

）

へ
諏
訪
貞
通
）

前
信
濃
守

（
花
押
影

）

一
色
兵
部
少

輔
（
政
具
）
殿

比
良
庄
や
野
田

郷
な
ど
、
義
政

が
集
中
し

て
政
熙
に
与
え

た
地
が
、

い

ず
れ
も
「
押
領
之

族
」

に
よ
っ
て
知
行
で
き

な
く
な
っ
て

い
る
状
況

が
窺

え

る
。
こ
の
う
ち
比
良

庄
に
つ

い
て
は

、
同
日
付

で
同
じ
幕

府
奉
行
人
連

署

に
よ
っ
て
「
山
門
使

節
御
中
」
に
送
ら

れ
て

い
る
奉
行
人

奉
書
が
あ
り
、

「
（
政
具
）
当
知
行
之
処

、
田

中
清
賀
動
押
妨
云

々
、
太
不
可

然
」

と
述

べ

て

い
る

。
ど
う

や
ら
延
暦
寺

側
は
田

中
清
賀
と

組

ん
で

政
具

の
当

知
行

を

潰
そ
う
と
し
て

い
た
よ

う
で
あ
り
、

政
具
の
訴

え
を
受

け
て
幕
府

が
制

止

に
は

い
っ
た
も

の
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
か

ら
は
、
史
料
Ｊ

で
見
た
「
田
中

清
賀

跡
」

と

い
う
現
象

が
、
幕
府
に
よ

る
田

中
清
賀
の
排

除
に
よ
っ
て
成

り

立
っ
て

い
た
の
で
あ
り

、
当
の
清
賀

は
な
お
健
在
で
、

一
色
側
か
ら
の

所
領

の
奪
還
を
意
図
し
行
動

し
て

い
た
こ
と

が
窺
え

る
。
そ
れ
だ
け
義
政

と
幕
府

が
、
寛
正
元
年

の
段

階
で
、
無
理

に
で
も
政
熙
に
所

領
を
充
行
お
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う
と
し
た
こ
と
を
見
て
と
れ
よ
う
。
野
田
郷
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
奉
公

衆
で
あ
る
千
秋
氏
に
よ
っ
て
政
具
の
知
行
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
、
史
料
Ｍ
に
は
見
え
な
い
が
、
丹
波
郷
に
つ
い
て
も
、

同
日
付
で
同
じ
奉
行
人
に
よ
り
、
連
署
奉
書
が
「
（
丹
後
国
）
守
護
代
」

に
送
ら
れ
て
お
り
、
「
一
色
兵
部
少
輔
政
具
申
丹
後
国
丹
波
郷
事
、
被
返

付
訖
、
早
可
被
沙
汰
付
下
地
於
政
具
代
之
由
、
所
被
仰
下
也
」
と
記
さ
れ

て
い
る

。
丹
後
守
護
で
あ
る
一
色
義
直
・
義
秀
の
側
で
は
、
政
具
の
丹

波
郷
知
行
に
抵
抗
し
つ
づ
け
て
い
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら

の
問
題
は
、
時
期
的
に
み
て
、
同
年
四
月
の
明
応
の
政
変
に
よ
る
幕
府
の

混
乱
と
そ
れ
に
つ
け
込
ん
だ
現
地
勢
力
の
巻
き
返
し
で
あ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
義
政
に
よ
る
政
熈
へ
の
充
行
い
が
、
そ
も
そ
も
現
地

の
力
関
係
や
人
間
関
係
の
上
で
は
か
な
り
の
無
理
を
重
ね
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
指
摘
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
長

禄
四
年
か
ら
寛
正
二
年
頃
の
義
政
と
幕
府
に
と
っ
て
、
教
朝
・
政
熈
父
子

を
支
援
す
る
こ
と
が
、
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

「
上
杉
系
図
」
に
政
熙
の
弟
（
す
な
わ
ち
教
朝
の
息
子
）
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
上
杉
政
憲
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
)

に
関
東
に
下
向
し
て
い
る
。
家
永
遵
嗣
氏
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
現
出
す
る

政
憲
の
下
向
と
政
熙
の
義
政
側
近
へ
の
登
用
に
関
連
性
を
見
出
さ
れ
て
い

た
困
。
そ
の
理
解
の
方
向
性
は
基
本
的
に
首
肯
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
政
憲
の
東
下
に
は
、
父
教
朝
の
後
継
者
と
し
て
幕
府
か
ら
急

遽
送
り
込
ま
れ
た
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
政
憲
以
前

か
ら
既
に
、
教
朝
の
東
下
と
関
東
で
の
活
動
も
ま
た
、
京
都
に
お
け
る
政

熙
の
登
用
と
関
連
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

政
熙
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
所
領
の
性
格
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
堀
越
公
方
の
東
下
と
い
う
幕
府
の
東
国
政
策

は
、
前
稿
で
み
た
関
東
や
前
章
で
の
東
海
の
事
例
以
外
に
も
、
よ
り
広
範

囲
に
そ
の
波
動
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
現
地
で
既

得
権
益
を
有
す
る
勢
力
は
、
自
ら
の
権
益
を
否
定
さ
れ
接
収
さ
れ
る
と
い

う
負
の
影
響
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。
堀
越
公
方
と
い
う
新
し
い
権
力
体
を

創
出
・
派
遣
し
（
現
地
へ
の
し
わ
寄
せ
に
よ
っ
て
そ
の
実
体
化
を
進
め
よ

う
と
し
）
た
幕
府
の
政
策
と
、
各
地
の
諸
勢
力
と
の
摩
擦
と
い
う
山
田
邦

明
氏
の
描
か
れ
た
構
図

は
、
お
そ
ら
く
東
国
の
枠
を
越
え
て
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
は
、
失
敗
の
事
例
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤

に
よ
っ
て
教
朝
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
模
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
教
朝
が
、
幕
府
の
関
東
政
策
遂
行
の
上
で
必
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
教
朝
に
と
っ
て
、
相
当
の
重
荷
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
寛
正
二
年
、
教
朝
は
突
然
歴
史
の
舞
台

か
ら
退
場
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

三
、
教
朝
の
死
と
上
杉
政
憲

史
料
Ｅ
で
は
、
教
朝
が
「
依
心
中
難
決
事
有
之
、
不
図
自
害
」
し
た
と
い
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う
。
年
齢

は
五
十
四
歳

で
あ

っ
た
と
記
さ
れ

る
が
、
自

害
の
時
期
が

い
つ

で
あ
っ
た
か
は
明
示

さ
れ
て

い
な
い
。
「
上

杉
長
尾
系

図
」

に

は
「
教
朝

修
理
亮
治
部
大
輔

、
寛
正

二
年
辛

巳
疫
死
」

と
あ
り

、
こ

れ

に
従
え

ば

寛
正
二
年
（
一
四
六
一
が
教
朝
の
没
年
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

は
「

疫
死
」

と
あ

っ
て
、
「
自

害
」

と
は

さ
れ
て

い
な
い
。
一
方

、
教
朝

の
子
で
あ

る
上
杉

政
憲
が
、
寛
正
二

年
十
月
に
関
東

に
下
向
し

て

い
た
こ

と

が
、
以
下

の
史
料
か

ら
確
認
で
き
る
。

史
料
Ｎ政

憲
令
下
向
候

、
諸

篇
被
加

諷
諌
候
者
、
可
為
本
意
之

状
如

件
、

十
月
廿
三
日

左
馬
頭

（
足

利
政
知
）
殿

史
料
０上

椙
四
郎
令
下
向
候

、
毎
事
加
諷

諌
、
扶
助
候

者
、
可
為

本
意

候
也
、

同
日右

京

（
兵
衛

力
）
佐

（
渋

川
義
鏡
）
殿

渋
川
殿
御
事
、

史
料
Ｐ政

憲
令
下
向
候
、
諸
事
無
等

閑
、
扶
助
候
者
、
可
為
本
意

也
、

十
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　

御
判

上
椙
兵
部
少

輔
（
房
顕
）
殿

上
椙
民
部
大

輔
（
房
定
）
殿

上
椙
修
理
大
夫
入

道
（
持
朝
）
と
の
へ

こ

れ
ら
は

い
ず
れ
も

、
「
御

内
書

案
」
申
の
寛
正

二
年

分

に
載
せ

ら
れ

た
も
の
で
あ

る
。
堀
越
公
方

政
知

、
彼
を
支
え
る
渋
川
義
鏡

、
さ
ら
に
山

内
・
扇
谷

の
両

上
杉
（
房
顕

・
持
朝

）
と
越
後
守
護

家
（
房
定
）
と

い
う

、

関
東
に

お
け

る
幕

府
方
の
ト
ッ

プ
に
位

置
す
る
面

々
に
、
義
政

が
わ

ざ
わ

ざ
政
憲

の
下
向

を
伝
え

、
そ
の
受

け
入

れ
と
協
力
を

命
じ
て

い
る
。
ま

さ

に
こ
の
時
期

に
、
政
憲

が
堀
越
公

方
の
も
と
へ
と
赴

い
て
き
た
の
で
あ

る
。

彼
が
わ

ざ
わ
ざ
関
東
に
下
っ
て
き

た
の
は
父
の
跡

を
継
ぐ
た
め
で
あ

っ
た

と
す
れ

ば
、
教
朝

の
自
害
は
寛
正
二

年
で
あ
っ
た
と

み
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
こ

の
よ

う
に
、
教
朝
の
没
年

に
関
し
て
寛
正
二

年
で
あ
る
こ
と
を
直

接
間
接

に
示

す
史

料
が

い
く
つ
か

見
出
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
筆
者
も

そ
れ

に
異
論

は
な
い
。
な
お
、
史
料
Ａ

は
こ

れ
以

後

に
教
朝
の
逝
去
の
情
報
を

得
た
万
寿
寺

の
関
係
者
が
、
そ

れ
を
遡
っ
て
康
正
二

年
の
味
岡
庄

の
紛
争

と
結
び

つ
け

、
冥
罰
応
報
に
よ
り

教
朝
が
自
殺
し

た
と
の
話
に
仕
立
て

た

も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
操

作
が
な
さ
れ
た

の
は
、
や
は
り
教
朝

の

死

が
自
然
死

で
は
な
く
、
自
害
で

あ
っ
た
と
の
衝
撃

に
よ
っ
て

い
る
の
で

は
な
か

ろ
う

か
。

政
憲

の
下
向

に
際
し
て
、
義

政
が
こ

の
よ
う
な
御

内
書
を
関
東

の
有
力

者
に
送

る
配
慮

を
示

し
て

い
た

の
は
、
そ
れ
だ
け

政
憲
と
彼
ら
と

の
関
係

が
、
融
和
的

に
機

能
す
る
か
ど
う

か
懸
念
さ
れ
た

た
め
と
思
わ

れ
る
。
な

ぜ
、
京
都

の
義

政
や
幕
府
は
こ

の
よ
う
な
対
応
を
と

る
必
要

が
あ

っ
た
の

か
。
そ

れ
は
政
憲
が
継
承
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
父
教
朝
の
立
場

に

つ
な
が

る
問
題

で
あ
ろ
う
。
換
言

す
れ
ば
、
教
朝

は
な
ぜ
、
寛
正
二
年

に

自
害
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

「
今
川
記
」
で

は
、

史
料
Ｑ
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伊
豆
の
御
所
氏
満
（
政
知
）
公
に
御
子
二
人
御
座
、
一
男
（

茶
々
丸

殿
と
申
て
十
五
歳
に
成
給
ふ
先
腹
の
若
君
也
、
御
弟
（

十
二
歳
に
て

当
腹
の
御
子
也
、
然
に
御
台
所
御
ま
ヽ
子
茶
々
丸
殿
を
に
く
み
、
何

と
そ
二
男
の
我
か
御
子
に
御
家
督
を
つ
か
せ
奉
ら
ん
と
て
い
ろ
く

讒
言
を
被
成
て
、
茶
々
丸
殿
を
御
気
の
ち
か
（

せ
給
ふ
と
て
籠
を
作

り
入
申
さ
れ
し
を
、
ち
か
く
め
し
つ
か
は
れ
し
人
々
、
上
杉
治
部
少

輔
に
此
よ
し
申
け
る
に
、
上
杉
〔
治
部
少
輔
教
朝
〕
色
々
御
所
へ
御

意
見
申
け
れ
と
も
御
用
な
か
り
し
か
（

、
治
部
少
輔
（

い
さ
め
か
ね

て
自
害
し
て
失
に
け
り
、

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
足
利
政
知
が
長
子
茶
々
丸
を
家
督
か
ら
外
そ
う

と
し
た
堀
越
公
方
家
の
御
家
騒
動
へ
の
心
労
か
ら
「
上
杉
〔
治
部
少
輔
教

朝
〕
」
が
自
害
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
教
朝
の
最
期
に
関
わ

る
記
事
と
し
て
は
時
期
が
違
い
す
ぎ
る
。
政
知
の
晩
年
か
ら
生
じ
た
茶
々

丸
と
異
母
弟
の
潤
童
子
の
家
督
争
い
が
、
政
知
の
没
後
に
潤
童
子
と
そ
の

生
母
の
殺
害
と
い
う
形
で
暴
発
す
る
の
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
の

こ
と
で
あ
る

。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
信
頼
出
来
な
い
記
事
で
あ
る
が
、

時
期
的
に
は
教
朝
で
は
な
く
政
憲
に
関
わ
る
記
事
と
し
て
読
み
替
え

る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
最
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

教
朝
が
自
害
に
追
い
込
ま
れ
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見

て
く
る
と
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
き
た
と
思
う
。
ひ
と

つ
は
、
湯
山
学
氏
が
、
教
朝
は
関
東
で
の
犬
懸
上
杉
氏
の
本
領
回
復
の
困

難
さ
に
直
面
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
家
永
遵

嗣
氏
は
こ
の
時
期
に
堀
越
公
方
や
関
東
上
杉
氏
な
ど
の
間
に
広
か
っ
て
い

た
「
深
刻
な
対

立
」

の
存
在
と
、

教
朝

の
自
害
と

の
関
わ
り
に
着
目
さ

れ

た

。
湯
山
氏

の
指
摘

さ
れ
る
よ
う

な
、
関

東
に
お
け

る
京
方

勢
力
の
所

領
・
権
益

確
保
が
困
難
な
状
況

に
あ
り
、
ま
た
そ

れ
ゆ
え

に
こ
そ
関
東
諸

勢
力
と

の
摩

擦
が
生
じ
て

い
た
側
面

は
、
筆
者
に
と

っ
て
も
前
稿
で
言
及

し
た
こ
と
で

あ
り

、
勿
論
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。
同
時

に
、

筆
者
は
家
永
氏

の
理
解
が
、
鋭
く
当

時
の
関
東

の
情

勢
を
衝

い
て

い
る
と

考
え

る
。
家
永
氏

は
教
朝
の
自
害

を
、
翌
寛
正
三
年

に
顕
在
化
す

る
扇
谷

上
杉
持
朝

に
関
わ
っ
て
の
「
雑
説
」

と
関
連

づ
け
て

捉
え

ら
れ
た

。
こ

の

「
雑

説
」

と

は

、
持
朝

が

成
氏

と
通

じ

て

い
る
と

の
風

聞

で
あ

ろ
う

。

こ
れ
に
対
し

て
京
都
の
義
政
は
持

朝
を
保
護
す

る
姿

勢
を
示

し
、
事
態

の

沈
静
化
を
働

き
か
け
、
特
に
堀
越
公

方
側
に
自
制
を

求
め
て

い
る
。
お
そ

ら
く
、
堀
越
公

方
側
の
一
部
と
扇

谷
上
杉
氏
と

の
対

立
が
あ
り
、
持
朝
失

脚
を
ね

ら
う

策
謀
な
ど
か
ら
こ
う

し
た
紛
糾

が
生

じ
た
も
の
と
考
え

ら
れ

て

い
る

。

こ

の
問
題

に
、
教
朝
さ
ら

に
は
後
継
者
と
な

っ
た
政
憲
が
、
義

政
の
意

向
に
沿

う
形

で
関
与
し
て

い
た

（
逆
に
言
え

ば
、
堀
越
公

方
側

の
内

部
で

は
孤
立
し

て
い
た
可
能
性

が
高
い
）
と
筆
者
は

考
え

て

い
る
。
そ

れ
は
次

の
史
料

か
ら
の
推
論
で
あ

る
。

史
料
Ｒ先

度
雑
説
事
被
仰
遣
之
処
、
無
其
儀
之
間
、
注
進
誠
神
妙
也
、
御
太

刀

一
腰
久
国
・
馬
一

疋
栗
毛
到
来
候
畢

、
悦
喜
候
也

。

十
一
月
九
日

上
椙
治
部
少

輔
と

の
へ
〔
修
理
大

夫
入
道
（
持
朝

）
息
五
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郎
事
也
、
是
〔

未
定
二
而
不
書

上
之
、
〕

こ
れ
も
「
御
内
書
案
」
の
寛
正
三
年
分
に
載
っ
て
い
る
一
通
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
れ
が
誰
に
充
て
ら
れ
た
御
内
書
で

あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
上
杉
治
部
少
輔
」
と
は
誰

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
持
朝
の
息
子
で
あ
る
と
の
、
割
書
で
付
さ
れ

た
注
記
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
検
証
が
必
要

で
あ
る
。
「
上
杉
系
図
」
か
ら
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
人
物
を
見
出
し
難

い
。
敢
え
て
誰
か
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
定
正
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
定
正
の
養
子
と
な
っ
た
朝
良
が
、
「
上

杉
系
図
」
で
は
「
五
郎
治
部
少
輔
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

定
正
本
人
に
は
そ
う
し
た
尻
付
は
無
く
、
か
な
り
苦
し
い
想
定
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
黒
田
基
樹
氏
が
示
さ

れ
た
鋭
い
洞
察
に
賛
同
す
る

。
こ
の
注
記
は
誤
り
で
、
充
名
の
「
上
杉

治
部
少
輔
」
は
政
憲
に
比
定
さ
れ
る
、
と
の
説
で
あ
る
。
史
料
編
の
注
と

い
う
性
格
上
、
詳
し
い
考
証
の
過
程
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
こ

の
見
解
に
従
う
。
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
理
由
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
ま
ず
、
「
御
内
書
案
」
の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
分
か
ら
二

通
を
引
く
。

史
料
Ｓ去

年
以
来
、
上
椙
治
部
少
輔
同
心
進
陣
之
旨
、
被
聞
食
之
条
、
誠
以

神
妙
候
、
弥
可
被
励
戦
忠
也
、

六
月
三
日

吉
良
三
郎
殿

今
川
新
五
郎
（
範
満
）
と
の
へ

史
料
Ｔ去

年
以
来
、
同
名
治
部
少
輔
同
心
進
陣
之
旨
、
被
聞
食
之
条
、
尤
以

神
妙
候
、
弥
可
抽
軍
功
也
、

同
日上

椙
讃
岐
守
（
憲
能
）
殿

同
四
郎
（
顕
定
力
）
と
の
へ

同
弥
四
郎
（
藤
憲
）
と
の
へ

こ
こ
に
見
え
る
上
杉
治
部
少
輔
は
誰
に
比
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

扇
谷
上
杉
政
真
と
す
る
見
方
も
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
湯
山
氏
の

見
解
が
説
得
力
を
持
つ
と
、
筆
者
は
思
う
。
湯
山
氏
は
こ
れ
を
政
憲
に
比

定
さ
れ
る

。
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
湯
山
氏
が

史
料
Ｕ十

二
日
丙
戌
、
天
晴
、
例
日
、

上
杉
四
郎
（
顕
定
）
注
進
　
　
申
次
（
伊
勢
）
貞
興

態
令
啓
候
、
抑
今
度
自
五
十
子
勢
仕
御
敵
数
輩
令
降
参
候
、
目

出
候
、
仍
政
憲
事
、
此
刻
可
令
出
陣
之
由
、
豆
州
様
（
足
利
政

知
）
被
仰
出
之
間
、
去
月
十
九
日
、
越
筥
根
山
相
州
相
馬
候
、

近
日
武
州
江
可
進
発
御
旗
候
、
此
趣
自
然
可
預
御
心
得
候
、
恐

々
、

七
月
六
日

と
の
『
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
十
月
十
二
日
条
の
記
事
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を
引
用

さ
れ
て

い
る
こ
と
は

、氏

の
説
の
正

し
さ
を
証
す

る
も

の
で
あ
る
。

翌
文
正
元

年
の
段
階
に
立
っ
て
見

れ
ば
、
正

し
く
「
去
年
以
来
」

政
憲
が

関
東
で
「
進
陣
」
め
て

い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
上
杉
治
部
少

輔
は
政
憲

と
み

て
よ
い
。

こ
う
し

た
理
解
が
成
り
立

つ
の
で

あ
れ
ば
、
遡
っ
て
寛
正
三
年
段

階
で

の
上

杉
治
部
少

輔
も
、
比
定

の
根
拠

が
不
明

確
な
他
者
で
は

な
く
、
政
憲

に
比
定

す
る
こ

と
が
自
然
で
あ

る
。
以

上
か
ら
、
筆
者
は
史
料
Ｒ

が
義
政

か
ら
政
憲
に
充
て
ら
れ
た
御
内
書
で

あ
る
と
考
え

る
。

そ
の
史

料
Ｒ

の
内
容
を
見

る
と

、
扇
谷

上
杉
持
朝
と
対
立
す

る
堀

越
公

方
側
に
あ
っ
て
、
政
憲

が
持
朝
を
擁

護
す
る
報
告
を
幕
府
に

送
っ
て
い
た

こ
と

が
記
さ
れ
、
そ
れ
を
義

政
が
賞
し

て
い
る
こ
と

が
分
か

る
。
こ

う
し

た
褒
賞
の
御
内

書
が
わ
ざ
わ
ざ
政

憲
だ
け
に
充
て
ら
れ
て

い
る
の
は
、
彼

が
持
朝

を
失

脚
さ
せ

よ
う
と
す

る
他

の
堀

越
公

方
関
係
者
と

は
異

な
っ
た

立
場
で
動

い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
よ
う
。
政
憲
の
立
場

は
、
上
杉

一

族
と

い
う
こ

と
も
あ
り
、
京
か

ら
下

っ
て
き
た
堀
越
公
方

関
係
者
と
関

東

で
勢
力

を
築
い
て

い
る
上
杉
氏
と

の
接
点
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ

れ
は
場
合
に
よ

っ
て
は

、
政
憲

が
属
し

て

い
る
堀

越
公
方

側
の
内
部

で
、

他

の
有
力

者
と
摩
擦
を
生
ず

る
立
場

で
も
あ
っ
た
と

い
え
よ
う

。

実

際
、
史
料
Ｓ

・
Ｔ
を
見

る
と

、
今
川
範
満
な
ど
東
海
地
域

か
ら
堀
越

公

方
の
下

に
参
集
し
て
き
た

、
い
わ

ば
関
東
側
か
ら
み

れ
ば
外

来
の
軍
勢

と

、
関
東
に
根
付

い
た
上
杉
氏

の
軍
事
力

が
協
働
し
て
、
古
河
公

方
に
対

す

る
軍
事
行
動

を
行
な
う
に

際
し
て

、
政
憲
が
そ
の
接
点
と

な
り
、
全
体

を
統
合

す
る
扇
の
要
の
位
置

に
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ

る
。
以

上
を
踏
ま

え

れ
ば
、
「
（
堀
越
公
方

政
知
が
）
伊
豆

の
北

条
堀
越
と

い
ふ
所
に
、
仮
に

屋
形

を
立
、
伊
豆
国
を

知
行

せ
ら

る
、
先
為

名
代

、
上
杉

政
憲
筥
根
を
越

て
、
武
州
・
相
州
・
上
州
の
一
揆
を
下
知
し
て
、
「
山
内
上
杉
)
房
顕
に

力

を
合
せ

ら
る
」
と

の
「
鎌
倉
大

草
子
」

の

記
事
は

、
お
そ
ら

く
教
朝

と

政
憲
を
入
れ
違
え
て

い
る
と
思
わ

れ
る
も

の
の
、
全
体
と

し
て
は
史
料

Ｓ

・
Ｔ

が
語

る
と
こ

ろ
と

一
致
し
、
こ

の
父
子
が
置
か

れ
て
い
た
立
場
を

よ

く
示

す
も
の
と
評
価

す
る
こ
と

が
で
き

る
で
あ
ろ
う

。
政
憲
の
前
任
で

あ
っ
た
教

朝
も
、
堀

越
公

方
内

部
で
同

様
な
立

場
に
あ

っ
た
と
す

れ
ば
、

そ
れ
は
正
し
く
関
東
上
杉
氏
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
る
可
能
性
を
蔵
し
て

い
た
こ
と
に
な

る
。
堀

越
公

方
側

（
の
少

な
く
と
も
一
部

）
が
扇
谷
上
杉

持

朝
と
衝
突
し
て

い
け

ば
、
そ
の
可
能

性
が
現
実
の
も

の
と

な
っ
て
教
朝

を
追
い
込
ん
だ
で

あ
ろ
う
と
の
想
定

は
、
か
な
り
高

い
蓋

然
性
を
持
ち
得

る
と
思
う
。
な
お

、
前

掲
の
「
上
杉
長
尾

系
図
」
に

は
「

疫
死
」

と
の
記

述
が
あ
り
、
教
朝

が
病
身
で
あ
っ
た
こ
と

も
想
像
さ

れ
る
。
あ
る

い
は
こ

れ
ら
の
煩
悶

が
重

な
っ
て
、
突
発
的

に
自

害
し
た
も

の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
筆
者

が
前
稿
で
描

い
た
堀
越
公

方
像
は

以

下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

政
知

を
戴
く
堀
越
公
方

の
有
力
者
や
奉

行

人
た
ち

が
、
幕
府

の
意
向
を
受
け
て

新
た
に
関
東
で

の
活
動
を
展
開
す

る
と
、
そ
れ

が
現

地
で
形
成
さ
れ
て

い
る
既
成
の
秩
序
と

衝
突
し
、
摩
擦

を
起
こ
す
。
幕
府

は
そ
れ
を
沈
静
化
し

よ
う
と
す

る
こ
と

に
な
り
、
結
果

だ
け
を
見

る
と

、
あ
た
か
も
堀
越
公
方

側
が
幕
府

の
意
向

に
逆
ら

い
暴
走

し

て

い
る
よ
う
な

歴
史
像
が
つ
く

ら
れ
て
し
ま
う

。
こ

れ
は
堀
越
公
方
全

体
が
帯

び
ざ

る
を

得
な
か
っ
た
悲
劇
性
（
も
し
く
は
喜

劇
性
）
で
あ
っ
た

。
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た
だ
、
そ
う
し
た
全
体
性
を
持
ち

な
が
ら
も
、
一
方
で

は
、
堀
越
公

方
側

の
内
部
で
、
山
内

・
扇
谷
上

杉
氏

に
代
表
さ
れ
る
関
東

の
既

成
秩
序
と
ど

の
よ
う
な
関
係
を
つ
く
り
、

相
互

の
利
害
を
調
整
し
て

い
く

の
か
、
有
力

者
の
間
で
の
落
差
も
存
し
た

の
で

は
な
い
か
。
小
稿
で
見
て
き

た
教
朝

・

政
憲
父
子
は
、
上
杉
一
族
と

い
う

立
場
か
ら
も
、
山
内

・
扇
谷

の
両
上
杉

氏
と
の
調
整
を
よ
り
重
視
し
て

お
り

、
ま
た
そ
の
面
で

の
活
動

を
京
都
か

ら
も
期
待
さ
れ
て

い
た
よ
う

に
思
わ

れ
る
。
そ
う
で
あ

る
か

ら
こ

そ
、
そ

れ
ゆ
え

の
し
わ
寄
せ
を
、
教
朝
は

そ
の
身
に
最
も
強
く
受
け

ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
も

い
え

よ
う
。

前
稿
で
触
れ
た
布
施
為
基
は
、
幕

府
と

堀
越
公
方
に
両
属

す
る
奉
行
人

と
し

て
の
活
動
を
つ
づ
け
な

が
ら
も

、
そ
う
し
た
堀
越
公
方

側
の
一
員
と

し

て
の
困
難

さ
を
背
負

い
、
時
に

は
既
成
秩
序

の
側
か
ら

煙
た

が
ら

れ
、

訴
え

ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た

。
一
方

、
教
朝
は
幕
府
か
ら

の
期
待

を
う
け
、

堀

越
公

方
内
部
で
も
政
知
の
「
名
代
」
と

も

い
わ
れ
る
よ
う

な
有
力

な
地

位

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
あ

る
い
は
そ
れ
ゆ
え

に
か
、
早

々
に
時
代

か
ら
の
退

場
へ
と
追
い
込
ま
れ
た

。
や
や
軽
重
の
差
は
あ

る
か
も
し

れ
な

い
が
、
前

稿
と
小

稿
を
あ
わ
せ
て
見

れ
ば
、
彼
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か

ら
、
堀
越
公

方
体
制
の
矛
盾
を
体
現

す
る
存

在
で
あ
っ
た
と
も

い
え

よ
う

か

。

む

す
び

以
後

の
政
憲
の
足
跡
を
辿
っ
て
、
む
す

び
に
代
え

た

い
。

史
料
Ｖ去

程

に
駿
河
国
（
今
川
）
義

忠
討

死
被
成

、
其
跡
大

に
乱

れ
、
合

戦

数
度

に
お
よ
ひ
し
事

、
関
東

に
聞
え

け
れ
（

、
伊
豆

の
御
所

（
足
利

政
知
）
よ
り

上
杉
治
部
少

輔
政
憲
を
大
将
と
し

て
三

百
余
騎

に
て
馳

向

ふ
、
上
杉
扇
谷
修
理
大
夫

（
持
朝
）
殿
よ
り
代

官
と
し
て
太
田
左

衛
門
大
夫

（
資
長
）
三
百
余

騎
に
て
馳
登
り

、
両
陣
狐
か
崎
八
幡
山

に
陣
と
り

て
、
駿
河
衆

の
両

陣
へ
使
を
以
申

送
け
る
（

、
抑
今
度
豆

州
様

・
扇
谷

殿
よ
り
我

々
罷
向
ひ

し
意
趣
（

、
今
川
殿
御
討
死
之
跡

御
息
幼
少

に
て
、
上
を
か

ろ
ん
し
各
々
私

の
戦
闘
何
事
そ

や
、
何
方

に
て
も
候
へ

、
今
川
殿
へ
逆

心
あ
ら
ん
方

に
向
ひ

一
矢
仕
り
候
へ
と

の
上
命

を
ふ
く
み
罷
り
向
ひ

候
、
定
て
一
方
（

御
敵

な
る
へ
し

、
御

返
答
次
第

に
一
合
戦
可
仕
と
委

細
申
送
り
け

れ
（

、
両
陣
な
か

ら
陳

答
に
を
よ
（

す
し
ら
け
て
陣

を
引

た
り
け
り

、
…
…

「
今

川
記
」

の

一
節
で

あ

る

。
今

川
義

忠
没

後

、
今
川

家
内

部
で
起

こ

っ
た
後
継

者
争

い
の
混
乱
を
鎮

め
る
た
め
、
政

憲
が
駿
河
入
り
し
た
と

い
う
。
周
知

の
よ

う
に
義
忠

が
遠
江

の
塩
買
坂
で

戦
没
し

た
時
期
に

は
諸

説
が
あ
り
、
こ

の
「
今
川
記
」

は
「
文

明
七
年
の
春
」
と

し
て

い
る
。
し

か
し
、
「
和

漢
合
符
」

や
「
妙
法
寺

記
」

な
ど

の
史

料

が
文
明

八
年
と

し

て

い
る
こ

と
も

あ
っ
て

か
、
『
静

岡
県
史
　

資
料
編

六
　

中

世
二
』
な

ど
は
文
明
八
年

の
こ

と
と
し
て
、
綱
文

を
た
て
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

、

堀

越
公

方
側
か
今

川
氏

の
紛
争
を
調

停
す
る
た
め

に
送
り

込
ん
だ
人
物
と

し

て
、

政
憲
が
描

か
れ
て

い
る
の
で

あ
る

。
史

料
Ｓ

に
み
え

る
よ
う
に

、

今

川
氏
の
戦
力
と

関
東
の
上
杉
勢
力

を
結
ぶ
位
置
に

立
っ
て
い
た
政
憲
で
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あ
れ

ば
、
今
川
家
中

に
対
し

て
も
重

石
と
な
る
こ
と

が
で
き

た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
な
お

、
こ

の
今

川
氏

の
内
紛
に
つ

い
て
は

、
扇
谷

上
杉
氏
か

ら
派
遣
さ
れ
、
政
憲
と
と
も

に
駿
河
入
り
し
た
太
田
資
長

（
道
灌
）
自
身

が
、
の
ち
に
「
翌
年
三
月

、
道
灌
者
向
駿
州
、
今
河
新
五
郎

（
範
満
）
殿

為
合
力
、
相
州
へ
罷
立

、
六
月
足

柄
二
越
、
九
月
末
為
如
本
意

、
豆

州
北

条
江
致
参

上
」
と
述

べ
て
お
り

、
政
憲
と

道
灌
は
協
働

し
て
範

満
に
実

権
を
握
ら
せ
た
も
の
で
あ

ろ
う

。
範
満
は
の
ち
に
今
川
氏
親

の
対
抗
相
手

と
し
て
伊
勢
宗
瑞
の
た

め
に
討

た
れ
る
者
で
あ
り
、
そ

の
た

め
も
あ
っ
て

か
、
「
今

川
記
」
は
そ

の
存
在
を

ぽ
か
し
て

、
あ
た
か
も

氏
親

が
堀

越
公

方
や
上
杉
氏
か
ら
認
め

ら
れ
た
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に

、
そ

の
正

統
性
を

強
調
し
て
描

い
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
政
憲

は
関

東
か
ら
東
海
の
広

い
範
囲

に
影

響
力
を
持
つ

存
在
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
も
と

も
と
は
京
都
か
ら
東
下
し

た
者
で
あ
り
、

実
兄
の
一
色
政
熙
は
将
軍
に
近
侍
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
と
も

太
い

パ
イ
プ
を
持
つ
立
場
で

あ
る
と
い
え

よ
う

。
史
料
Ｎ

・
Ｏ

・
Ｐ
な
ど

は
、
そ
う
し
た
彼
に
対
す

る
幕
府

の
期
待
を
よ
く
伝
え

て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、

史
料
Ｗ御

合
体
事
、
就

被
成
自
　

古
河
様
（
足
利
成
氏
）
　

御

書
候
、
長
尾

右
衛
門
尉

（
景
春
ヵ
）
捧

注
進
候
之
間

、
令
啓
入
候

、
年
来

無
御
余

儀
趣
、
大
徳
寺

（
長
老
以

浩
）
参
洛
之
刻
、

被
仰

上
候
歟
、
重
而
以

御
書
御
懇
望
之
上

者
、
無

相
違
様
御
申
御
沙
汰

、
乍

恐
可
然
令
存
候

、

委
細
定
長
尾
可
令
啓
上

候
、
恐
々
謹
言

、

三
月

廿
日

謹
上
　

細
川

（
政
元

）
殿

治

部
少

輔
政
憲
判

な
ど

の
政
憲
の
活
動
も
可
能
と

な
る
。
こ
れ
は
文
明
十
二

年
（
一
四
八

〇
）
に
比
定
さ
れ
る
彼
の
書
状
で
あ
る
。
充
先
は
細
川
政
元
で
あ
り
、
当

時
は
ま
だ
十
五
歳

に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
将
来
は
管

領
を

つ
と
め
る
こ
と

に
な

る
細
川
氏

の
当
主
で
あ
り
、
京

都
の
幕
府
に
働
き

か
け
を
行
な
う
際

の
窓
口
と
し

て
、
象
徴
的
な
存
在

に
な
り
得
た
の
で

あ
ろ
う
。
内
容
は
所

謂
「
都
鄙
合

体
」

に
関
す

る
も
の

で
あ
る
。
政
憲

の
こ
う

し
た
活
動
に
つ

い
て

は

、
勝

守
す

み
氏

、
湯
山

学

氏

に

よ

っ
て
指

摘

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う

な
関
東
と
京
都
の
間
で
存

在
感
を
示
す

政
憲
の
立
場
は
、

お
そ

ら
く
父
教
朝

か
ら
継
承
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う

。
彼
ら
の
存
在
は
、
堀
越

公

方
に
と

っ
て
も

東
国
全
体
に
と

っ
て
も
大
き
か

っ
た
の
で
あ

る
。

そ

ん
な
政
憲
で
あ
っ
た

が
、
そ

の
最
期
に
つ

い
て
は
不

鮮
明
な
点

が
あ

る
。
前
掲

の
史
料
Ｑ
は
「
今
川
記
」

の
一
節
で
あ

る
。
既
に
述

べ
た
よ
う

に
、
時
期

か
ら
み
て
、
こ

の
教
朝

は
政
憲
の
間
違

い
と
考
え

る
べ
き
で
あ

ろ
う

。
そ
れ
だ
け
に
、
こ

の
記
事

の
内
容
を
、

政
憲
の
最
期
に
関
わ

る
も

の
と
し

て
ど
れ
だ
け
信
頼
し
て
よ

い
の
か
ど
う

か
は
、
判
断
に
迷
う
と
こ

ろ
で
も

あ
る
。
あ
る

い
は
時
期

が
異
な

る
教
朝

の
自
害
と
堀
越
公
方

の
御

家
騒
動

を
、
誤
っ
て
つ
な

げ
て
し

ま
っ
た
か

、
意

図
的
に
「
創
作
」
し

た

か
と

い
う
可

能
性
も
排
除
し
き

れ
な

い
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
政
憲

の
最

期
に

つ
い
て
は
他
に
拠

る
べ
き
材

料
は
な

い
。
す
な
わ
ち
史
料
Ｑ

の
「
教

朝
」
を

「
政
憲
」

に
読
み
か
え

、
政
憲
の
最
期

を
伝
え

る
記
事
と
し

て
理

解
す

る
こ
と

を
積
極
的
に
否
定

す

べ
き
根
拠
も
存

し
な

い
の
で
あ

る
。
従
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つ
て

、
こ

の
記
事
を
堀

越
公

方
を
め
ぐ

る
当

時
の
動
向
と
政
憲

の
関

係
を

捉
え

る
た
め
に
活
用
し
よ

う
と
す
る
立
場
も

あ
り
得
る
し
、
そ

れ
に
よ

っ

て
見
え
て

く
る
展
開
も
存

す
る
と
思
う

。
そ
う
し

た
視
角
か
ら
の
成
果
と

し

て
は
、
家
永
遵

嗣
氏
の
見
解

が
挙
げ

ら
れ
よ
う

。
家
永
氏

に
よ
れ

ば
、

政
知

は
「
都
鄙
合
体
」

に
よ
っ
て
関
東
に
対

す
る
支

配
者
と
し
て
の
地
位

か
ら
転
落
す

る
と

い
う
苦
汁

を
嘗
め
て

い
た

。
や
が
て
彼
は
細
川
政
元
と

提
携
し
、
長
嫡
子
清
晃

（
の
ち
、
細
川

政
元

に
よ
っ
て
明

応
の
政
変
で
擁

立
さ
れ
た
十
二
代
将

軍
義

澄
）
を
京
都
の
将

軍
に
、
そ
れ
と
同
腹
の
潤
童

子
を
鎌
倉
公
方

に
据
え

る
こ

と
に
よ
っ
て

、幕
府

の
東
国
政
策
を
再
編
し

、

古
河
公
方
征
討

の
実
現
を

図
ろ
う
と
し
た
と

い
う

。
そ
の
計
画
の
障
害

に

な

る
者
と
し

て
排

除
さ
れ

た
一
人

が
、

政
憲
で

あ
っ

た
こ
と

に
な

る

。

こ

の
見

方
は
、
当
時

の
幕
府
と

関
東
の
状

勢
を
踏
ま
え

た
も

の
と

し
て

、

か
な
り
の
説
得
力
を
有
す

る
と

思
う
。
も
し
こ

れ
に
従
う
と
す
れ
ば

、
教

朝
・
政
憲
の
父
子
は

、
ど
ち

ら
も
堀
越
公
方
を
取
り

巻
く
諸
勢
力
の
対
立

と
思
惑

に
よ
る
圧
力

に
苛
ま
れ

、
自
害

に
追

い
込
ま

れ
た
こ
と

に
な
る

。

異
様
と

い
う
し
か
な

い
光
景

で
あ
ろ
う
。
し
か
し

、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
こ
の
父
子
の
姿

は
、
幕
府

や
関
東

・
東
海

の
諸

勢
力

に
よ
っ
て
揉
み

し
だ
か
れ
、
既
存
の
体
制

の
維

持
と
新
し

い
地
域
秩

序
の
形

成
の
狭
間
で

足
掻
き
つ

づ
け
た
堀
越
公
方

の
実
態
を
、
最
も
端
的

に
象

徴
す
る
も
の
と

な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
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