
一
三
三
三
（
正
慶
二
、
元
弘
三
）
年
五
月
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
て
、

後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
政
権
が
成
立
す
る
。
い
わ
ゆ
る
建
武
政
権
の
歴
史

的
性
格
を
め
ぐ
つ
て
、
こ
れ
ま
で
天
皇
権
の
突
出
と
し
て
解
釈
さ
れ
て①

 

き
た
。
中
国
の
宋
朝
に
な
ら
っ
て
の
君
主
独
裁
制
を
指
向
し
た
と
理
解

R
 

す
る
に
つ
い
て
も
、
権
門
体
制
を
否
定
す
る
封
建
王
政
と
評
価
す
る
に

し
て
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
か
ら
発
給
さ
れ
た
綸
旨

は
き
わ
め
て
多
い
。
建
武
政
権
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
、
綸
旨
万
能

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
す
べ
て
は
綸
旨
を
も
っ
て
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
と
所
領
政
策
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
綸
旨
至
上
主
義

が
方
針
と
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。
綸
旨
と
い

--l 

同
の
法
」

の

意

建

武

政

権

と

後

醍

醐

う
の
は
、
天
皇
の
意
志
を
奉
じ
て
、
廷
臣
の
名
で
出
さ
れ
る
奉
書
で
あ

っ
て
、
個
人
か
ら
個
人
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
天
皇

の
意
向
を
通
知
す
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
天
皇
の
意
向
が
尊
重

さ
れ
れ
ば
こ
そ
、
綸
旨
も
公
験
と
な
る
。
天
皇
の
意
志
に
つ
い
て
一
般

に
表
明
す
る
と
あ
れ
ば
、
詔
が
あ
り
勅
が
あ
り
宣
旨
が
あ
っ
て
、
太
政

③
 

官
符
と
か
官
宣
旨
に
よ
る
こ
と
も
で
吾
る
。
す
で
に
朝
廷
に
お
け
る
裁

許
な
ど
に
あ
っ
て
は
、
院
宣
と
と
も
に
、
綸
旨
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

は
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
廷
臣
の
範
囲
で
で
あ
る
。

後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
に
は
、
一
般
の
武
士
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
も
出
て

く
る
。
け
れ
ど
、
他
の
本
所
の
支
配
下
に
も
あ
り
、
そ
の
身
分
か
ら
し

て
朝
廷
に
参
入
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
一
般
の
武
士
な
ど

に
よ
る
所
領
を
め
ぐ
っ
て
の
相
論
に
つ
い
て
ま
で
、
綸
旨
で
裁
許
し
よ

④
 

、。

う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
カ

義

を

め

ぐ

天

皇

綸

つ 旨

丸 て

谷

豊
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所
領
政
策
と
し
て
綸
旨
万
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
元
弘

三
年
六
月
十
五
日
に
出
さ
れ
た
、
次
の
口
宣
案
で
知
ら
れ
る
、
宣
旨
の

解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

元
弘
参
年
六
月
十
五
日
宣
旨
、
近
日
凶
悪
輩
寄
絆
於
兵
革
濫
妨
、

民
庶
多
愁
、
愛
軍
旅
巳
平
、
聖
化
普
及
、
自
今
以
後
不
帯
綸
旨
者
、

（
マ
マ
）

莫
致
自
由
之
妨
、
若
違
犯
法
全
族
者
、
国
司
及
守
護
人
等
不
待
勅

断
、
召
捕
其
身
、
宜
経
奏
聞
、

R
 

蔵
人
右
衛
門
権
佐
藤
原
光
守
奉

戦
乱
の
状
態
を
終
結
さ
せ
、
平
和
の
回
復
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、

「
不
帯
綸
旨
者
、
莫
致
自
由
之
妨
」
と
あ
る
。
綸
旨
に
よ
ら
な
い
濫
妨

を
禁
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
綸
旨
さ
え
あ
れ
ば
濫
妨
も
濫
妨
で
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

⑥
 

黒
田
俊
雄
「
建
武
政
権
の
所
領
安
堵
政
策
に
つ
い
て
」
（
以
下
、
黒
田

論
文
と
称
す
る
）
で
は
、
こ
の
宣
旨
が
発
布
さ
れ
た
の
は
、
当
知
行
安

堵
の
方
針
を
宣
明
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
宛
行
な
ど
の
所
領
を
移
動
さ

せ
る
よ
う
な
、
特
に
護
良
親
王
の
令
旨
を
破
棄
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意

図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
元
弘
三
年
の
十
月
五
日
に
は
発
令
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
検
断
事
書
の
断
片
と
し
て
、

一
所
々
濫
妨
事
閣
是
非
、
先
可
沙
汰
居
本
知
行
之
仁
、
有
違
犯
輩

者
永
可
断
訴
訟
事
、

一
不
帯
綸
旨
、
致
自
由
妨
輩
事
、

（
マ
マ
）

去
六
月
十
六
日
被
下
宣
旨
了
、
近
日
或
帯
宮
之
令
旨
、
或
称
国

司
守
護
被
管
、
或
又
地
下
沙
汰
人
以
下
、
任
雅
意
、
有
濫
妨
事
、

R
 

如
此
輩
此
末
切
テ
不
見

と
あ
り
、
護
良
親
王
（
で
あ
ろ
う
）
令
旨
に
よ
る
行
動
が
濫
妨
と
認
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
黒
田
論
文
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
天
皇
を
し

て
最
高
封
主
た
ら
し
め
る
こ
と
が
、
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
の
意

義
で
あ
っ
た
と
す
る
に
あ
る
。
所
領
を
媒
介
と
し
て
主
従
関
係
を
設
定

す
る
に
つ
い
て
、
綸
旨
至
上
主
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

R
 

佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
」
（
以
下
、
佐
藤
論
文
と
称
す
る
）
は
、
こ

こ
に
旧
領
回
復
令
を
見
て
い
る
。
旧
領
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
綸
旨

の
発
給
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
そ
の
も
の
を
旧
領
回
復
を
命
じ
た
法
令
と

想
定
す
る
の
に
は
、
問
題
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
よ
り
も
以
前
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
六
波
羅
攻
め
を
ひ
か
え
て
、
元
弘
三
年
五
月
三

日
付
で
、
千
種
忠
顕
に
与
え
ら
れ
た
勅
制
の
軍
中
法
に
、
そ
の
第
一
条

と
し
て
、

一
勲
功
賞
事

右
武
士
以
下
細
素
貴
賤
、
不
輪
其
人
於
致
合
戦
忠
之
輩
者
、
本
所

帯
本
訴
等
安
堵
之
外
、
各
新
可
有
不
次
之
恩
賞
、
其
功
及
子
孫
、

可
令
永
代
相
伝
之
条
、
勿
論
也
、
又
戦
場
墜
命
者
、
其
子
孫
妻
妾

井
親
類
郎
従
等
中
、
雖
為
何
仁
、
撰
其
器
用
宛
賜
所
領
可
令
継
其

⑨
 

跡
突
、
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「
神
崎
本
」
に
よ
っ
て
示
す
。

⑩
 

と
あ
る
。
飯
倉
晴
武
「
後
醍
醐
天
皇
と
綸
旨
」
の
説
く
と
と
く
、
元
弘

三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
の
禁
じ
た
濫
妨
に
は
、
こ
の
軍
中
法
の
規
定
に

も
と
づ
く
、
実
力
に
よ
る
旧
領
の
回
復
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

旧
領
を
回
復
す
る
こ
と
は
、
本
領
安
堵
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
戦
乱
の

間
に
本
領
安
堵
を
も
っ
て
軍
勢
を
催
促
す
る
の
は
、
ま
ま
見
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
護
良
親
王
も
含
め
て
で
あ
ろ
う
か
、
す
で
に
大
将
の
レ

ベ
ル
で
本
領
安
堵
が
実
現
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
の
口
宣
案
が
「
金
剛
寺
文

書
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
金
剛
寺
に
し
て
み
れ
ば
、

綸
旨
に
よ
ら
な
い
濫
妨
を
禁
じ
た
、
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
の
ロ

宣
案
は
、
寺
領
の
当
知
行
安
堵
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

東
洋
文
庫
に
所
蔵
す
る
「
香
取
田
所
文
書
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
建
武

⑪
 

の
徳
政
令
に
つ
い
て
伝
え
た
、
一
連
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
文
書
は
、
「
海
上
本
」
と
「
神
崎
本
」
か
ら
な
る
と
さ
れ
る
。
建
武

元
年
の
五
月
の
こ
ろ
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
在
京
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
、
海
上
竹
本
殿
の
子
息
某
は
、
記
録
所
の
壁
書
に
つ
い
て

案
文
を
作
成
し
て
、
故
郷
の
親
父
の
も
と
に
送
っ
た
。
こ
れ
が
「
海
上

本
」
で
あ
る
。
「
神
崎
本
」
と
い
う
の
は
、
神
崎
別
当
某
が
所
持
し
て

い
た
も
の
を
、
建
武
元
年
十
月
二
十
四
日
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

油
却
地
に
つ
い
て
の
規
定
を
、

活
却
地
事

承
久
以
来
油
却
不
可
依
御
下
文
、
買
主
滅
亡
者
、
本
主
可
進
退
之
、

両
方
共
参
御
方
致
軍
忠
、
且
可
有
其
沙
汰
、
元
徳
三
年
以
後
、
殊
以

⑲
 

本
主
可
進
退
之
、

「
海
上
本
」
を
参
照
す
れ
ば
元
弘
元
年
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
に
、

元
徳
三
年
と
あ
る
。
元
弘
元
年
八
月
二
十
四
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
京
都

を
出
奔
す
る
。
元
弘
の
変
で
あ
る
。
元
徳
三
年
は
、
八
月
十
日
に
元
弘

と
改
元
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
関
東
で
は
こ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
。

「
神
崎
本
」
は
鎌
倉
幕
府
の
正
統
性
を
認
め
た
立
場
か
ら
書
か
れ
た
と

⑬
 

考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
御
下
文
」
と
あ
る
の
も
、
建
武
政
権
か

ら
発
給
さ
れ
た
文
書
を
い
う
の
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
の
発
給
し
た
、

買
得
安
堵
の
下
文
を
指
す
も
の
と
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
泊
却
地
の
取
戻
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
論
理
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
―
つ
に
は
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
を
無

効
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
買
得
安
堵
が
無
効
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
っ
て
の
相
伝
は
認
め
ら
れ
ず
、
買
主
の
側

が
滅
亡
し
て
し
ま
う
と
、
本
主
の
取
戻
が
当
然
に
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
買
主
も
後
醍
醐
天
皇
の
側
に
つ
い
て
軍
忠
の
あ
っ
た
場
合
に

は
、
せ
め
て
相
論
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
弘
元
年
以
降

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
本
主
に
返
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
い
ま
―
つ
の
論
理
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。

元
弘
の
変
が
お
こ
る
と
、
後
醍
醐
天
皇
の
側
の
抗
戦
も
む
な
し
く
、
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九
月
二
十
日
に
は
光
厳
天
皇
が
践
祥
し
、
翌
年
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
は

隠
岐
に
流
さ
れ
て
、
光
厳
天
皇
が
即
位
し
て
、
正
慶
と
改
元
さ
れ
る
。

こ
の
間
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
側
と
し
て
は
、
鎌
倉
幕

府
の
強
制
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
無
効
と
し
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。
元
弘
三
年
五
月
七
日
に
六
波
羅
探
題
は
滅
亡
し
、
五
月
二
十

一
日
に
は
鎌
倉
幕
府
も
滅
亡
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
伯
替
の
行
在
か
ら

詔
を
発
し
て
、
光
厳
天
皇
の
在
位
と
正
慶
の
年
号
を
廃
止
し
、
元
弘
元

＠
 

年
以
降
の
す
べ
て
の
叙
位
・
任
官
を
否
定
し
た
。
す
べ
て
は
元
弘
元
年

の
時
点
に
も
ど
る
べ
し
。
こ
の
論
理
を
所
領
に
つ
い
て
も
適
用
す
れ
ば

ど
う
な
る
か
。

建
武
政
権
と
な
っ
て
旧
領
回
復
を
め
ぐ
っ
て
プ
ー
ム
と
な
っ
た
背
景

に
は
、
油
却
地
に
か
ぎ
ら
ず
、
二
つ
の
原
則
が
提
示
さ
れ
て
い
た
と
理

解
さ
れ
る
。
そ
れ
が
法
令
と
し
て
発
布
さ
れ
た
か
は
と
も
か
く
、
こ
の

二
つ
の
原
則
を
本
領
安
堵
令
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

①
元
弘
元
年
以
降
に
お
け
る
由
緒
に
よ
る
所
領
の
移
動
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
こ
れ
を
否
定
す
る

⑨
鎌
倉
幕
府
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
、
知
行
の
由
緒
と

し
て
は
、
無
効
と
す
る

先
に
見
た
軍
中
法
の
、
①
が
本
所
帯
の
、
②
が
本
訴
の
、
安
堵
に
あ
た

る。

m記
つ
い
て
は
、
元
弘
元
年
の
時
点
で
当
知
行
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

そ
の
知
行
の
由
緒
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
に
認
め
ら
れ

て
、
異
議
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
訴
訟
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
②

に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
裁
定
を
め
ぐ
つ
て
、
他
の
由
緒
な
ど

が
提
出
さ
れ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る。
本
領
安
堵
令
の
①
は
、
元
弘
元
年
の
時
点
に
も
ど
っ
て
、
当
知
行
に

つ
い
て
安
堵
す
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
相
論
を
裁
許
す
る

に
し
て
も
、
ま
ず
当
知
行
人
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
堵
さ

れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
安
堵
さ
れ
た
所
領
を
め
ぐ
っ
て
相
論
と
な
っ

た
と
き
に
、
安
堵
し
た
側
の
裁
判
所
で
の
裁
判
に
あ
っ
て
、
当
知
行
人

と
し
て
認
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
が
滅

亡
し
、
あ
る
い
は
そ
の
正
当
性
を
否
認
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
鎌
倉

⑮
 

幕
府
の
裁
判
所
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
安
堵
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
所
領
を
め
ぐ
っ
て
は
、
何
ら
か
の
判
断
を
す
る

こ
と
な
く
当
知
行
人
を
認
定
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
時
点
を
と
っ
て
、

一
律
に
当
知
行
に
つ
い
て
安
堵
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
出
て

く
る
。
戦
乱
の
間
に
出
さ
れ
た
由
緒
は
、
相
互
で
矛
盾
す
る
も
の
も
あ

ろ
う
し
、
無
効
と
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
先
に
見
た
検
断
事
書
に
も
、

「
閣
是
非
、
先
可
沙
汰
居
本
知
行
之
仁
」
と
見
え
る
。
け
れ
ど
、
綸
旨

も
由
緒
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
自
己
否

定
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
領
安
堵
令
の
①
に
つ
い
て
、
綸
旨
は
例
外
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
宣
旨
が
出
さ
れ
た
背
景
は
、

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
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元
弘
三
年
も
七
月
下
旬
に
な
る
と
、
こ
の
こ
ろ
「
一
同
の
法
」
と
呼

ば
れ
た
、
次
の
よ
う
な
官
宣
旨
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。

左

弁

官

下

安

芸

国

（
マ
マ
）

応
令
士
卒
民
庶
民
当
知
行
地
不
可
有
依
違
事

右
、
大
納
言
藤
原
朝
臣
宣
房
宣
、
奉
勅
、
兵
革
之
後
、
士
卒
民
庶

未
安
堵
、
初
降
糸
綸
被
救
牢
籠
、
而
万
機
事
繁
、
施
行
有
煩
、
加
之
、

諸
国
之
輩
不
論
遠
近
、
悉
以
京
上
、
徒
妨
農
業
之
条
、
還
背
撫
民
之

義
、
自
今
以
後
、
所
被
閣
此
法
也
、
然
而
、
除
高
時
法
師
党
類
以
下

朝
敵
与
同
輩
之
外
、
当
時
知
行
之
地
、
不
可
有
依
違
之
由
、
宜
仰

（
畿
）

五
幾
七
道
諸
国
、
勿
敢
違
失
、
但
、
於
臨
時
勅
断
者
、
非
此
限
者
、

国
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、

元
弘
三
年
七
月
廿
五
日
大
史
小
槻
宿
祢
（
花
押
影
）

⑯
 

少
弁
藤
原
朝
臣
（
花
押
影
）

い
わ
ゆ
る
建
武
政
権
は
、
朝
廷
が
幕
府
を
と
い
う
よ
り
も
、
後
醍
醐
天

皇
に
よ
っ
て
北
条
氏
を
打
倒
し
て
、
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
北

条
与
党
の
所
領
は
没
収
さ
れ
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
恩
賞
と
し
て

分
配
さ
れ
る
。
所
領
の
安
堵
を
め
ぐ
っ
て
綸
旨
を
発
給
す
る
と
い
う

「
此
法
」
を
撤
廃
し
て
、
北
条
高
時
と
そ
の
与
同
人
を
除
い
て
の
所
領

は
、
諸
国
を
し
て
当
知
行
に
つ
い
て
安
堵
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

佐
藤
論
文
で
は
、
「
此
法
」
と
い
う
の
を
旧
領
回
復
令
で
あ
る
と
し
、

「
糸
綸
」
は
本
領
安
堵
の
た
め
の
綸
旨
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
本
領
と

し
て
他
人
に
回
復
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
と
、
当
知
行
に
つ
い

て
も
安
堵
の
綸
旨
が
申
請
さ
れ
る
。
所
領
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
綸
旨
で

安
堵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
し
こ
の
方
針
を
撤

回
し
て
、
当
知
行
に
つ
い
て
一
律
に
安
堵
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
が
、

「
一
同
の
法
」
の
趣
旨
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

綸
旨
に
よ
る
安
堵
か
ら
当
知
行
に
よ
る
安
堵
へ
と
い
う
転
換
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
黒
田
論
文
は
、
「
此
法
」
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も

法
令
を
指
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
と
し
て
、
士
卒
民
庶
に
ま
で
綸
旨

を
発
給
す
る
と
い
う
、
「
方
式
」
と
解
釈
し
て
議
論
を
進
め
る
。
建
武

政
権
の
成
立
か
ら
、
当
知
行
安
堵
が
方
針
と
さ
れ
て
い
た
。
「
一
同
の

法
」
の
趣
旨
は
、
安
堵
に
つ
い
て
の
方
式
を
変
更
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

士
卒
民
庶
に
ま
で
の
綸
旨
の
発
給
は
停
止
し
て
、
こ
れ
か
ら
問
題
が
あ

れ
ば
、
諸
国
を
し
て
処
理
せ
し
め
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

綸
旨
を
も
っ
て
す
る
安
堵
か
ら
国
宣
を
も
っ
て
す
る
安
堵
へ
と
転
換
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
一
同
の
法
」
が
発
令
さ
れ
て
か
ら
も
、
綸
旨
の
発
給
が

停
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
一
同
宣
旨
に
任
せ
て
」
当
知
行
に
つ

⑰
 

い
て
安
堵
せ
し
め
た
綸
旨
す
ら
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
一
同
の
法
」

の
趣
旨
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
安
堵
に
つ
い
て
綸
旨
を
請
求
で
き
る
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副

の
み
で
あ
っ
た
の
が
、
国
徊
に
も
国
宣
の
発
給
を
申
請
で
き
る
よ
う
こ

と
、
窓
口
を
開
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。

事
実
、
現
象
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ

る。
建
武
二
年
の
二
月
、
大
隅
国
伊
作
庄
に
拠
る
、
島
津
氏
の
一
族
、
島
津

左
京
入
道
道
恵
こ
と
伊
作
宗
久
は
、
筑
後
国
小
家
庄
の
地
頭
職
を
め
ぐ

⑲
 

っ
て
、
代
官
を
し
て
、
雑
訴
決
断
所
に
目
安
を
提
出
さ
せ
た
。
伊
作
宗

久
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
筑
後
国
小
家
庄
の
地
頭
職
は
、
勲

功
の
賞
と
し
て
‘
綸
旨
を
も
っ
て
宛
行
わ
れ
た
所
領
で
あ
る
。
元
弘
の

乱
に
あ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
鎮
西
探
題
で
あ
る
北
条
英
時
が
攻
略
さ
れ

た
合
戦
を
博
多
合
戦
と
い
う
。
伊
作
宗
久
は
、
博
多
合
戦
に
、
綸
旨
を

う
け
て
一
方
の
総
大
将
と
な
っ
た
、
同
族
の
島
津
貞
久
の
脇
大
将
と
し

て
、
軍
功
を
あ
げ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
半
年
あ
ま
り
が
す
ぎ
て
も
、
何

の
恩
賞
の
沙
汰
も
な
い
。
脇
大
将
と
い
っ
て
も
、
総
大
将
と
同
様
に
恩

賞
の
あ
る
こ
と
に
は
、
傍
例
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
伊
作
宗
久
と
し
て
は
、

⑳
 

目
安
を
提
出
し
て
、
恩
賞
を
請
求
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
建
武

⑪
 

元
年
の
十
一
月
二
十
六
日
に
、
綸
旨
が
発
給
さ
れ
て
、
筑
後
国
小
家
庄

＠
 

の
地
頭
職
が
宛
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
伊
作
宗
久
は
、
法
に
ま
か
せ
て
、

⑲
 

こ
の
綸
旨
を
申
状
と
と
も
に
雑
訴
決
断
所
に
提
出
し
て
、
雑
訴
決
断
所

牒
に
よ
る
施
行
を
う
け
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
武
二
年
の
正
月

に
、
本
主
で
あ
る
、
志
田
三
郎
左
衛
門
尉
が
綸
旨
を
う
け
て
い
る
の
で

と
い
う
こ
と
で
、
伊
作
宗
久
に
宛
て
ら
れ
た
綸
旨
は
返
却
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
志
田
三
郎
左
衛
門
尉
と
い
う
の
は
、
北
条
茂
時
に
重
代
の
祇
候

人
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
所
帯
は
、
闊
所
と
し
て
、
た
び
た
び

守
護
か
ら
注
進
さ
れ
て
い
る
。
恩
賞
と
い
う
の
は
、
没
収
さ
れ
た
所
領

を
宛
行
わ
れ
る
。
そ
れ
を
、
本
主
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
取
戻
さ
れ
た
り

し
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
知
行
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
に
、

特
別
な
軍
功
の
な
い
か
ぎ
り
、
本
領
安
堵
の
申
請
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
朝
敵
と
な
っ
た
も
の
が
、
勅
免
も
さ

れ
て
い
な
い
の
に
、
本
主
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
綸
旨
を
う
け
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
い
い
も
の
か
。
伊
作
宗
久
の
目
安
で
は
、
こ
の
よ
う
に

主

張

さ

れ

て

い

る

。

．

も
と
よ
り
、
志
田
三
郎
左
衛
門
尉
と
し
て
は
、
そ
の
所
領
が
他
人
に

宛
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
で
あ
ろ
う
、
当
知
行
安
堵

を
申
請
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
伊
作
宗
久
の
目
安
で
は
、
す

で
に
闊
所
と
し
て
注
進
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
し
て
、
そ
れ
を
本
領
安
堵

の
申
請
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

安
堵
綸
旨
事
、
去
々
年
十
月
以
後
一
向
止
之
、
被
与
御
牒
之
処
、
如

此
党
類
、
以
不
知
行
之
地
掠
給
御
牒
、
令
濫
妨
所
々
之
間
、
是
又
去

年
十
月
以
後
、
千
今
被
閣
之
、
敢
無
沙
汰
、
何
況
於
綸
旨
哉
、
尤
不

可
有
之
歎
、
将
又
本
領
井
由
緒
地
所
望
事
、
無
別
功
者
、
不
及
御
沙

汰
云
々

本
領
安
堵
に
つ
い
て
は
、
綸
旨
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、

去
々
年
（
元
弘
三
年
）
の
十
月
ま
で
で
、
雑
訴
決
断
所
牒
が
交
付
さ
れ
る
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こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
去
年
（
建
武
元
年
）
の
十
月
、
こ
れ
も
止
め

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
建
武
二
年
の
正
月
と
な
っ
て
、
本
領
安
堵
の

綸
旨
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
青
方
文
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
書
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
頼
朝
卿
以
来
建
立
没
寺
領
事

混
没
収
、
於
近
日
多
被
充
行
人
給
歎
、
仏
法
之
衰
微
罪
業
因
緑
也
、

於
帯
将
軍
家
下
文
之
状
者
、
宜
被
返
付
之
、
私
寄
附
所
者
、
申
披

開
発
由
来
井
諸
司
要
劇
、
以
武
威
猥
寄
附
所
類
非
此
限
、
但
又
有

口
用
三
宝
物
之
侵
者
、
就
興
隆
之
勝
劣
可
有
沙
汰
、

一
諸
人
本
領
事

近
年
依
関
東
非
拠
之
沙
汰
、
無
謬
所
領
多
収
公
之
由
有
其
聞
之
間
、

就
証
文
之
実
、
可
被
返
付
之
旨
沙
汰
之
処
、
奸
訴
之
輩
或
誘
取
他

人
証
文
、
称
相
承
、
或
隠
密
没
収
之
罪
科
、
致
謀
訴
、
不
直
企
裁

断
煩
也
、
近
来
之
牢
籠
及
募
申
勲
功
之
外
者
、
暫
可
閣
之
、

⑭
 

建
武
元
年
六
月
廿
七
日

こ
れ
は
、
本
領
安
堵
令
の
①
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
か

ら
の
発
給
文
書
で
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
安
堵
の
下
文
ば
か
り
で
あ
る

⑮
 

と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
寄
進
状
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
寄
進
行
為
が

な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
朝
敵
の
所
領
と
し
て
没
収
の
対
象
に
さ
れ
、

本
主
が
あ
れ
ば
、
返
付
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
裁
許
状
が
否
定
さ
れ

る
と
、
異
議
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
、
再
審
と
な
っ
て
、
あ
ら
た
め
て

所
領
が
返
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

本
領
安
堵
を
め
ぐ
つ
て
、
不
正
な
訴
訟
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
、

勲
功
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
と
、
近
来
の
所
領
喪
失
で
な
け

れ
ば
、
審
理
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
の
事
書
の
断
片
に
見

ら
れ
る
規
定
は
、
伊
作
宗
久
の
目
安
に
い
う
と
こ
ろ
と
、
申
請
を
制
限

す
る
理
由
に
つ
い
て
、
申
請
が
受
理
さ
れ
る
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
、
一
致

し
て
い
る
。
「
近
来
之
牢
籠
」
と
い
う
の
は
、
所
領
を
喪
失
し
て
か
ら
、

不
知
行
年
紀
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
審

の
請
求
そ
の
も
の
は
、
鎌
倉
時
代
以
来
、
許
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
六
月
か
ら
十
月
ま
で
は
期
間
が
あ
る
け
れ
ど
、
九
州
に
ま
で
と

ど
く
の
に
時
日
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
す
で
に
申
請
さ
れ
て
い
た
場

合
に
は
、
す
ぐ
に
却
下
さ
れ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
建
武
元
年
の
十

月
ま
で
で
本
領
安
堵
の
訴
訟
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
先

⑳
 

の
事
書
か
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

現
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
雑
訴
決
断
所
牒
の
初
見
は
、
元
弘
一
―
―

年
の
十
月
で
あ
る
。
雑
訴
決
断
所
は
、
元
弘
三
年
の
九
月
に
は
設
置
さ

⑫
 

れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
一
同
の
法
」
で
本
領
安
堵
に

つ
い
て
記
録
所
か
ら
雑
訴
決
断
所
に
移
管
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く

て
も
、
お
そ
ら
く
、
雑
訴
決
断
所
の
開
設
に
よ
っ
て
、
本
領
安
堵
を
め

ぐ
っ
て
の
訴
訟
も
雑
訴
決
断
所
に
提
訴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
あ
と
で
も
、
本
領
安
堵
に
つ
い
て
記
録
所
に

綸
旨
の
発
給
を
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
た
ら
し
い
。

「
一
同
の
法
」
に
つ
い
て
は
、
写
と
か
案
文
の
か
た
ち
で
残
さ
れ
て
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い
る
。
日
付
は
二
十
六
日
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
他
の
日
付
も
あ
る
。

「
此
法
」
を
撤
廃
す
る
と
い
う
前
段
と
後
段
と
を
つ
な
ぐ
部
分
で
「
然

而
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
「
然
者
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、

「
此
法
」
は
撤
廃
す
る
、
「
そ
れ
で
」
、
当
知
行
に
つ
い
て
諸
国
を
し

て
安
堵
せ
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
綸
旨
に
よ
る
安

堵
か
ら
当
知
行
に
よ
る
安
堵
へ
と
方
針
を
転
換
し
た
と
か
、
安
堵
の
方

式
に
つ
い
て
綸
旨
か
ら
国
宣
へ
と
変
更
さ
れ
た
と
か
、
理
解
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
し
か
れ
ど
も
」
と
読
ん
で
、
逆
接
に
解

釈
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
此
法
」
と
「
一
同
の
法
」
は
、
同
じ
趣
旨
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
此
法
」
と
い
う
の
を
、
法
令
と
し
て
も
方
式

と
し
て
も
よ
い
。
軍
功
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
所
領
を
濫
妨
す
る
よ

う
な
こ
と
は
認
め
な
い
。
元
弘
元
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
綸
旨
の
み
を

由
緒
と
し
て
認
め
る
。
本
領
安
堵
令
の
施
行
に
つ
い
て
も
、
綸
旨
を
待

つ
べ
し
。
こ
の
方
針
は
撤
回
す
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
綸
旨
で
な
く
て
も

由
緒
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
「
し
か
れ
ど
も
」
、
自
由
に
旧
領
を
回
復

す
る
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
諸
国
を
し
て
当
知
行
に
つ
い
て

安
堵
せ
し
め
る
こ
と
と
す
る
。
「
一
同
の
法
」
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

「
一
同
の
法
」
は
、
「
但
、
於
臨
時
勅
断
者
、
非
此
限
」
と
規
定
し

て
い
る
。
所
領
を
め
ぐ
つ
て
、
綸
旨
で
裁
断
す
る
の
を
や
め
は
し
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
『
建
武
記
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
建
武
政
権
の

法
制
な
ど
を
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
収
め
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
か
ら
載
せ
ら

⑱
 

れ
て
い
る
条
々
に
、
本
領
安
堵
に
つ
い
て
「
但
、
其
人
若
為
要
須
者
、

宜
在
臨
時
聖
断
」
と
あ
り
、
恩
賞
地
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
当
知
行
人
が

い
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
を
め
ぐ
っ
て
「
其
身
非
朝
要
之
仁
者
、
依
事
可

有
用
捨
」
と
見
え
る
。
法
文
に
こ
の
よ
う
に
あ
る
の
を
頬
廃
と
す
る
見

解
も
あ
る
。
け
れ
ど
、
法
外
の
処
置
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
恩
恵
に
な
る
。

当
知
行
安
堵
に
つ
い
て
は
、
「
以
一
同
之
法
被
下
宣
旨
之
上
者
、
重
不

及
其
沙
汰
、
但
依
非
分
之
妨
不
全
管
領
之
由
愁
申
者
、
（
中
略
）
、
可
有

裁
許
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
建
武
の
徳
政
令
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
記
録
所
の
壁
害

に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
案
文
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
記
録
所
に
お
け
る
裁
許
の
基
準
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
法
文
と
し
て
公
布
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
基
準

で
一
般
に
本
領
安
堵
が
実
現
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
記
録
所
に

申
請
す
る
と
、
条
件
を
満
足
し
て
い
れ
ば
、
本
領
安
堵
を
認
め
る
と
い

う
後
醍
醐
天
皇
の
意
向
を
通
知
す
る
、
綸
旨
が
発
給
さ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
綸
旨
に
対
し
て
、
他
の
由
緒
に
よ
る
な
ど
、
異
論
が
あ
れ
ば
、
あ

ら
た
め
て
相
論
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

元
弘
元
年
か
ら
の
由
緒
を
い
つ
ま
で
否
定
し
て
い
た
の
で
は
、
所
領

の
移
動
そ
の
も
の
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ひ
と
ま
ず
元
弘
元
年

の
状
況
が
回
復
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。
そ
の
と
き
に
あ
ら
た
め
て

当
知
行
に
つ
い
て
安
堵
す
る
の
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
政
策
で
は
な
か
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註

①
佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
』
（
日
本
の
歴
史
9
)
、

中
央
公
論
社
。

③
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」

6
岩
波
講
座
日
本
歴
史
6

中
世
2
』、

一
九
六
三
年
二
月
）
、
黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
（
一
九
七
五
年

七
月
、
岩
波
書
店
）
所
収
。

③
詔
・
勅
・
宣
旨
・
太
政
官
符
・
官
宣
旨
な
ど
と
綸
旨
と
の
違
い
は
、
次
の
よ

う
に
整
理
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
詔
と
か
官
符
な
ど
は
、
そ
の
様
式
か
ら
、
複

数
の
人
物
が
あ
っ
て
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
官
宣
旨
で
あ
れ
ば
、

天
皇
の
他
に
、
勅
を
奉
じ
た
人
物
と
弁
官
・
史
官
の
、
都
合
し
て
一
＿
一
名
が
少
な

く
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
綸
旨
に
つ
い
て
見
る
と
、
奉
者
は
あ

つ
て
も
、
そ
れ
が
書
札
礼
か
ら
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
奉
者
の
署
判
ま

一
九
六
五
年
一

0
月、

っ
た
か
。
戦
乱
を
契
機
と
し
て
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
所
領
を
め

ぐ
っ
て
の
相
論
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
機
関
が
確
立
す
る
ま
で

は
、
相
論
の
も
と
に
な
る
所
領
の
移
動
そ
の
も
の
を
凍
結
し
て
お
く
。

第
三
者
と
し
て
相
論
を
裁
許
し
た
と
こ
ろ
で
、
理
の
あ
る
側
が
勝
訴
す

る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
別
段
の
恩
恵
に
は
な
ら
な
い
。
新
政
権
の
リ

ー
ダ
ー
と
な
る
後
醍
醐
天
皇
か
ら
、
所
領
の
安
堵
を
う
け
、
恩
賞
を
宛

行
わ
れ
、
相
論
を
有
利
に
展
開
で
き
る
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
一
対
一
の

主
従
関
係
が
設
定
さ
れ
て
く
る
。
「
一
同
の
法
」
が
発
令
さ
れ
た
の
は
、

主
従
関
係
を
設
定
す
る
綸
旨
の
発
給
と
、
相
論
の
裁
許
と
を
、
分
別
す

る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
。

⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ 

で
も
後
醍
醐
天
皇
が
自
ら
記
し
て
い
る
、
綸
旨
様
痰
翰
と
も
い
う
べ
き
も
の
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
管
見
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
宣
旨
様
寂
翰

の
こ
と
き
も
の
は
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
。

④
す
で
に
元
弘
の
乱
よ
り
以
前
の
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
時
代
に
お
い
て
、
持
明

院
統
に
属
す
る
所
領
に
つ
い
て
、
綸
旨
を
も
っ
て
沙
汰
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
後
宇
多
院
政
の
こ
ろ
に
も
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
室

町
院
領
の
帰
屈
を
め
ぐ
つ
て
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
室

町
院
領
に
つ
い
て
は
、
持
明
院
統
の
鎌
倉
幕
府
へ
の
提
訴
に
よ
っ
て
、
大
覚
寺

統
と
持
明
院
統
に
よ
る
折
中
が
確
認
さ
れ
た
。
中
村
直
勝
「
室
町
院
領
」
（
中

村
直
勝
『
荘
園
の
研
究
』
、
一
九
三
九
年
一

0
月
、
星
野
書
店
）
参
照
。

⑤
『
大
日
本
古
文
害
家
わ
け
第
七
金
剛
寺
文
害
』
―
二
九
号
。

⑥
『
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
、
一
九
七
二
年
―
二
月
。
「
建
武
政

権
の
所
領
安
堵
政
策
」
と
改
題
し
て
、
黒
田
俊
雄
註
③
前
掲
薔
所
収
。

①
『
福
島
県
史
』
第
七
巻
中
世
文
菌
47
有
造
館
本
結
城
古
文
書
写
九
二
号
。

次
の
よ
う
な
陸
奥
国
国
宣
の
案
文
が
と
も
に
残
さ
れ
て
い
る
（
九
一
号
）
。

陸
奥
国
郡
々
巳
下
、
検
断
可
存
知
条
々
、
御
事
苔
二
通
、
被
遣
候
、
得
此
意
、

可
被
致
沙
汰
之
由
、
国
宣
候
也
、
伯
執
達
如
件

元

弘

三

年

十

月

五

日

前

河

内

守

朝

重

白
河
上
野
前
司
入
道
殿

註
①
前
掲
゜

「
光
明
寺
残
篇
」
。

『
日
本
の
政
治
と
文
化
』
、
一
九
八

0
年
六
月
、
吉
川
弘
文
館
。

黒
田
論
文
参
照
。

『
大
日
本
史
料
』
第
六
緬
之
一
、
五
五
五
ペ
ー
ジ
。
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⑱
『
中
世
政
治
社
会
思
想
下
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
22)
の
解
題
を
参
照
。

⑭
『
公
卿
補
任
』
。

⑮
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
か
ら
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
石
井
紫
郎
「
財
産

と
法
」
（
『
岩
波
講
座
基
本
法
学
3

財
産
』
、
一
九
八
三
年
九
月
）
特
に
第
二

章
を
参
考
。
な
お
、
笠
松
宏
至
「
中
世
の
『
古
文
書
』
」
（
笠
松
宏
至
『
法
と
言

葉
の
中
世
史
』
、
一
九
八
四
年
九
月
、
平
凡
社
）
参
照
。

⑯
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
十
四
熊
谷
・
三
浦
•
平
賀
家
文
書
』
熊
谷

家
文
書
三
八
号
。

⑰
飯
倉
晴
武
「
建
武
政
権
の
所
領
安
堵
文
書
の
変
遷
」
（
法
政
史
学
三
二
、
一

九
八

0
年
三
月
）
参
照
。

⑱
小
川
信
「
南
北
朝
内
乱
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
6

中
世
2
』
、
一
九
七

五
年
―
一
月
）
。

⑲
『
南
北
朝
遣
文
九
州
編
』
ニ
ニ
ー
号
。

⑳
『
南
北
朝
進
文
九
州
編
』
四
号
。

⑪
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
一
六
七
号
。

⑲
綸
旨
な
ど
が
発
給
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
雑
訴
決
断
所
に
提
出
し
て
、
守
護

（
あ
る
い
は
国
荷
）
宛
の
雑
訴
決
断
所
牒
を
発
給
し
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
の

雑
訴
決
断
所
牒
に
つ
い
て
、
守
護
な
ど
が
遵
行
に
あ
た
る
。
遵
行
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
事
情
が
請
文
に
し
て
報
告
さ
れ
、
陳
状
が
と
り
つ
が
れ
て
、

雑
訴
決
断
所
で
相
論
と
な
っ
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
綸
旨
の
実
現
に
は

雑
訴
決
断
所
牒
を
要
す
る
と
い
う
法
に
は
、
綸
旨
を
も
っ
て
の
実
力
に
よ
る
所

領
の
濫
妨
を
防
ぐ
目
的
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

⑱
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
一
九
四
号
。

⑭
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
七
四
号
。

⑮
『
建
武
記
』
に
載
せ
ら
れ
た
条
々
に
、
本
領
安
堵
に
つ
い
て
、
累
代
相
伝
の

文
書
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
、
「
文
治
建
久
以
来
恩
給
之
地
、
知

行
令
中
絶
者
、
同
非
沙
汰
之
限
」
と
し
て
い
る
の
は
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
発
給

文
書
に
つ
い
て
、
恩
賞
の
下
文
な
ど
も
無
効
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱
森
茂
暁
「
建
武
政
権
と
九
州
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
二
輯
、
一
九
八
〇

年
二
月
、
文
献
出
版
）
で
は
、
ま
ず
近
来
の
所
領
喪
失
に
つ
い
て
と
恩
賞
と
に

制
限
さ
れ
、
つ
い
で
恩
賞
の
み
に
制
限
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

⑰
森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
（
一
九
八
四
年
六
月
、
文
献
出

版
）
第
二
章
第
二
節
参
照
。

⑱
こ
の
条
々
を
め
ぐ
っ
て
は
、
雑
訴
決
断
所
の
条
規
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て

議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
む
し
ろ
記
録
所
に
お
け
る
裁
許
の
基
準
に
つ
い

て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
条
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
綸
旨
の
改
定
に
つ
い
て
で
あ
る
と
か
、
綸
旨
を
も
っ
て
宛
行
わ
れ

る
恩
賞
に
つ
い
て
の
混
乱
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
と
か
、
綸
旨
に
ま
つ
わ
る
ケ
ー

ス
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
一
応
の
基
準
は
規
定
し
な
が
ら
も
、

後
醍
醐
天
皇
と
の
関
係
し
だ
い
で
は
、
例
外
的
な
処
置
も
可
能
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
条
々
は
続
け
て
「
於
決
断
所
可
有
沙
汰
条
々
」
と
あ
っ
て
、
雑
訴

決
断
所
で
審
理
さ
れ
る
べ
き
項
目
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
雑
訴
決
断
所
で
の

審
理
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
々
を
準
用
せ
よ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑲
村
井
章
介
「
建
武
・
室
町
政
権
と
東
ア
ジ
ア
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究

会
編
『
講
座
日
本
歴
史
4

中
世
2
』
、
一
九
八
五
年
二
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
・

（
関
西
大
学
大
学
院
生
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