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更
不
可
有
不
法
儀
事
。
於
御
契
約
、
不
可
致

地
下
之
違
乱
。
口
ニ
背
請
文
者
、
可
被
処
罪

科
候
。
伺
為
請
丈
之
状
如
件
。
:
言

7

J

明
徳
四
年
醗
五
月
廿
六
日
僧
円
山
、

こ
れ
は
、
僧
良
信
が
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
稲

吉
保
の
所
務
職
を
委
ね
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て

提
出
し
た
い
わ
ば
誓
約
状
で
あ
る
。
「
当
年
酸

壱
所
務
職
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
明
徳
四
(

一
三
九
三
)
年
の
一
年
間
に
限
っ
て
こ
の
契
約

が
な
さ
れ
た
わ
け
で
、
良
信
は
請
料
と
し
て
三

五
貫
文
を
納
入
す
る
と
約
束
し
て
お
り
、
こ
れ

が
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
罪
科
に
処
せ
ら
れ
で
も

や
む
を
得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
「
京
定
分
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
石
清
水
八
幡
宮
に

最
終
的
に
納
入
さ
れ
る
の
が
三
五
貫
文
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
諸
控
除
分
や
運
送
費

な
ど
の
経
費
は
既
に
全
て
指
し
引
い
て
し
ま
っ

た
残
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
僧
良
信
の

取
得
す
る
得
分
も
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
保
の
所
務
職
を
請
負
っ
た
僧

良
信
の
取
得
し
う
る
得
分
と
は
、
ど
れ
く
ら
い

の
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
の
見
方
で

泉

稲
吉
保

(コ

言
え
ば
、
石
清
水
八
幡
宮
が
確
定
的
に
収
納
で

き
る
三
五
貫
文
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
八
幡
宮

が
当
保
か
ら
徴
収

L
て
い
た
年
貢
・
諸
役
等
の

何
%
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
っ
か
。

前
節
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

稲
吉
保
か
ら
徴
収
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
年

貢
米
が
四
三
石
四
斗
余
(
損
亡
が
な
け
れ
ば
さ

ら
に
二
六
石
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

今
は
こ
れ
を
考
慮
外
に
置
く
こ
と
に
す
る
)
、

大
豆
が
一
四
石
一
斗
余
、
御
服
一
四
両
(
不
弁

の
二
両
二
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
考
慮
に
入

れ
な
い
)
、
諸
役
銭
五
五

O
O文
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
も
の
が
銭
に
換
算
し
て
ど
の
く
ら
い
，

に
な
る
か
が
判
明
す
れ
ば
、
所
務
職
を
請
負
っ

た
僧
良
信
の
得
分
は
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
諸
役
銭
に
つ
い
て

は
、
散
用
状
上
に
も
見
え
た
よ
う
に
、
そ
の
大

部
分
が
守
護
役
と
し
て
臨
時
に
徴
収
さ
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
相
殺
さ
せ

て
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
お
い
た
方
が
よ

い
で
ふ
め
ろ
、
7
。

そ
こ
で
ま
ず
年
貢
米
四
三
石
四
斗
余
を
銭
に

換
算
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
期
の
米

価
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
百
瀬
今
朝
雄
氏
、
が
詳

細
に
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
ほ
か
、
『
読
史

備
要
』
に
も
簡
略
な
米
価
一
覧
表
が
あ
る
。
そ

れ
ら
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
京
に
お
け
る
米

価
は
、
一
石
に
つ
き
七

O
O
丈
j

一
0
0
0
文、

端
境
期
と
も
な
れ
ば
一

0
0
0文
1
一
二

O
O

丈
に
も
な
っ
て
い
て
、
平
均
す
れ
ば
九

O
O
文

程
度
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の

価
格
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
上
昇
傾
向
に
あ
る
と

い
う
。
一
方
、
地
方
の
米
価
は
ど
う
か
と
い
う

と
、
百
瀬
氏
が
分
析
さ
れ
た
播
磨
矢
野
庄
の
場

合
は
、
一
石
に
つ
き
は
ほ
六

O
O丈
と
い
う
計

算
値
が
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
越
前
で
は

ど
う
か
と
い
う
と
、
前
掲
の
請
文
か
ら
約
五

O

年
降
っ
た
時
点
で
の
史
料
し
か
得
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
が
、
『
経
覚
私
要
紗
』
文
安
四
(
一
四

四
七
)
年
八
月
二
十
一
日
条
に
は

八
木
舟
石
、
於
国
収
置
云
々
。
十
八
貫
五
百

代
云
々
。

と
あ
っ
て
、
一
石
あ
た
り
約
六
二
ハ
丈
と
な
り
、

ま
た
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
(
一
四

五
九
)
年
四
月
二
十
三
日
条
の
河
口
庄
溝
江
郷

の
算
用
状
に
は
、
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石
別
七
百
文
和
市

と
あ
っ
て
、
一
石
あ
た
り
七

O
O
文
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
け
ば
、

前
掲
請
文
の
明
徳
四
年
段
階
に
お
け
る
越
前
で

の
米
側
は
、
播
磨
矢
野
庄
と
ほ
ぼ
同
じ
の
六

O

O
文
程
度
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
稲
吉
保
か
ら
徴

収
し
う
る
年
貢
米
四
三
石
四
斗
余
は
、
越
前
で

売
却
す
れ
ば
約
二
六
貫
丈
、
京
へ
運
送
し
て
売

却
す
れ
ば
約
三
九
貫
文
に
換
算
し
う
る
と
い
う

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
こ
で
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

京
と
越
前
と
に
お
け
る
米
価
の
差
額
(
一
石
に

つ
き
三

O
O
文
の
差
)
が
そ
も
そ
も
何
に
よ
る

も
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん

ど
が
二
地
点
聞
の
運
送
費
な
ど
の
経
費
に
相
当

す
る
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、

結
局
の
と
こ
ろ
は
、
越
前
で
売
却
し
た
場
合
の

約
二
六
貫
文
と
い
う
銭
し
か
最
終
的
に
は
残
ら

な
い
と
考
え
て
も
、
さ
ほ
ど
の
誤
り
は
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
大
豆
一
四
石
一
斗
余
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
大
豆
の
価
格
に
つ
い
て
は
、

残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
備
中
新
見
庄
の
建
武

元
(
一
三
三
四
)
年
の
事
例
し
か
得
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

大
豆
拾
捌
石
四
斗
九
合
五
タ
内

-
(
中
略
)

所
残
拾
参
石
五
斗
壱
升
九
合
五
タ

俵
分
参
拾
俵
三
斗
一
升
九
合
五
タ
内

十
四
俵

代
参
貫
弐
百
九
十
文

十
一
月
廿
二
日
和
市
分

寺
家
上
御
使
相
共
治
之

俵
別
弐
百
品
川
五
文
宛

十
九
俵
三
斗
壱
升
九
合
五
タ

代
四
貫
三
百
五
十
六
丈

十
二
月
三
日
和
市
分

向
上
御
使
相
共
泊
之

俵
別
弐
百
廿
文
宛
(
3
v

と
あ
っ
て
、
新
見
庄
で
は
大
豆
は
四
斗
入
り
の

俵
に
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
十
一

月
二
十
三
日
の
和
市
で
は
俵
別
二
三
五
丈
、
つ

ま
り
一
石
に
つ
き
五
八
七
丈
余
、
十
二
月
三
日

の
和
市
で
は
俵
別
二
二

O
文
、
つ
ま
り
一
石
に

つ
き
五
五

O
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
札
川
氏
。

こ
の
新
見
庄
の
大
豆
価
格
が
直
ち
に
越
前
に
お

い
て
も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
速
断
で
き
な
い

が
、
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
米
価
は
越
前
(

河
口
庄
)
も
播
磨
(
矢
野
庄
)
も
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
っ
た
か
ら
、
播
磨
よ
り
遠
隔
の
備
中
(

新
見
庄
)
に
お
け
る
大
豆
価
を
、
越
前
に
あ
て

は
め
て
も
さ
し
て
大
き
な
支
障
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
し
こ
の
推
測
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
越
前
で
の
大
豆
価
は
一
石
あ
た
り
五
五

O

丈
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
稲
吉
保
か
ら

徴
収
し
う
る
大
豆
一
四
石
一
斗
余
は
、
七
貫
七

0
0丈
余
に
換
算
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ヲ令。
次
に
、
御
服
一
四
両
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う

か
。
前
掲
請
丈
よ
り
約
八

O
年
遡
っ
た
応
長
元

二
三
)
一
一
)
年
作
成
の
「
河
口
御
庄
所
当
米

収
納
帳
」
を
見
て
み
る
と
、
河
口
庄
本
庄
郷
か

ら
徴
収
さ
れ
た
綿
に
つ
い
て
、

一
両
代
九
百
品
川
三
文

同
廿
八
日

と
て
、
一
両
を
九
三
三
文
に
換
算
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
綿
は
ま
た
御
服
綿
と
も

称
さ
れ
て
い
て
、
稲
吉
保
で
の
御
服
と
同
じ
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
価
格
を
採
用
し
て
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一
四
両
に
乗
ず
れ
ば
、
約
一
三
貫
文
に
換
算
さ
と
て
、
年
貢
米
の
五
分
一

l
二
O
%
が
、
そ
の

れ

た

こ

を

に

な

る

の

で

あ

る

。

得

分

と

し

て

控

除

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
稲
吉
保
か
ら
る
。
こ
の
大
山
庄
に
お
け
る
代
官
得
分
二
O
%

徴
収
さ
れ
た
年
貢
米
・
大
豆
・
御
服
は
、
と
い
う
の
は
、
先
の
稲
吉
保
の
僧
良
信
の
得
分

年
貢
米
四
三
石
四
斗
余
↓
約
二
六
貫
文
約
二
五
%
と
い
う
数
字
と
、
ま
こ
と
に
よ
く
似

大
豆
一
四
石
一
斗
余
↓
約
七
貫
七
O
O
文
か
よ
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ

御

服

一

四

両

↓

約

一

三

貫

丈

ら

の

事

例

を

踏

ま

え

る

な

ら

ば

、

庄

保

の

所

務

(
計
約
四
六
貫
七
O
O
丈
)
職
を
請
負
っ
た
請
負
代
官
は
、
そ
の
得
分
と
し

と
て
、
計
約
四
六
貫
七
O
O
文
に
換
算
し
う
る
て
、
当
該
庄
保
か
ら
徴
収
し
う
る
諸
負
担
物
の

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

二

O

i

二

五

%

を

取

得

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

そ
こ
で
こ
の
換
算
価
約
四
六
貫
七
O
O
文
を
、
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

前
掲
請
文
の
請
負
料
三
五
貫
丈
と
比
較
す
る
な
以
上
の
ご
と
く
に
し
て
、
稲
吉
保
は
、
南
北

ら
ば
、
所
務
職
を
請
負
っ
た
僧
良
信
は
、
そ
の
朝
末
期
以
降
は
請
負
代
官
に
よ
る
支
配
が
行
な

差
額
一
一
貫
七
O
O
丈
(
換
算
価
の
約
二
五
%
)
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
残
念
な

を
自
己
の
所
得
に
な
し
え
た
の
で
あ
り
、
ま
た
石
が
ら
そ
の
詳
細
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
遺
存
し
て

清
水
八
幡
宮
は
、
か
つ
て
の
徴
収
総
額
の
約
七
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
当
保
の
そ
の

五
%
を
得
る
こ
と
に
満
足
し
て
、
当
保
の
所
務
後
の
状
況
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
は
る

職
を
僧
良
信
に
請
負
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
明
か
に
降
っ
た
大
永
二
(
一
五
二
二
)
年
の
次
の

ら

か

に

な

る

の

で

あ

る

。

ご

と

き

目

安

状

案

が

残

さ

れ

て

い

る

だ

け

で

あ

な
お
こ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
丹
波
大
山
庄
の
る
。

請
負
代
官
の
得
分
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
石
清
水
八
幡
宮
田
中
門
跡
雑
掌
申
、

弐

拾

弐

石

一

斗

五

升

九

合

五

分

一

定

当

宮

領

越

前

国

稲

吉

保

間

之

事

。

所
務
得
分
御
代
新
)
右
、
件
保
者
、
白
往
古
為
厳
重
神
領
、
異
子

泉

稲
吉
保

仁j

他
之
地
也
。
狭
山
一
乱
以
来
、
十
一
名
々
主
等
、

無
故
依
令
押
領
、
諸
神
役
等
、
及
退
転
之
条
、

神
慮
難
測
次
第
也
。
所
詮
以
御
成
敗
、
如
元

被
返
付
者
、
弥
武
運
長
久
之
御
所
薦
、
何
事

如
之
哉
。
伯
目
安
如
件
。

大
永
二
年
九
月
町
)

こ
の
目
安
状
案
に
よ
る
と
、
稲
吉
保
は
「
一

乱
」
以
来
、
十
一
名
の
名
主
ら
が
押
領
を
重
ね

た
た
め
に
、
諸
神
役
が
退
転
し
て
し
ま
い
、
石

清
水
八
幡
宮
の
祈
樟
が
滞
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
、
も
と
の
ご
と
く
に
当
保
を
返
し
付
け
て

ほ
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
関

し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
一
乱
」
以
来

の
押
領
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と

い
う
点
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
な
に
ゆ
え
に
大

永
二
年
九
月
と
い
う
時
点
で
、
か
か
る
所
領
返

付
を
要
請
す
る
目
安
状
が
作
成
さ
れ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
二
乱
」
と
い
う
の
は
、
京
に
お
い
て

は
応
仁
の
乱
の
こ
と
を
、
越
前
に
お
い
て
は
こ

の
乱
に
乗
じ
て
一
国
の
支
配
権
を
掌
握
し
た
朝

倉
氏
の
「
国
一
統
」
に
伴
な
う
動
乱
を
指
し
て

い
る
。
細
川
勝
元
を
中
心
と
す
る
東
軍
と
、
山
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名
持
豊
を
中
心
と
す
る
西
軍
と
が
、
応
仁
一
沼
(

一
四
六
七
)
年
に
い
よ
い
よ
戦
闘
状
態
に
突
入

し
た
と
き
、
朝
倉
氏
は
、
越
前
守
護
斯
波
義
廉
・

守
護
代
甲
斐
氏
ら
と
共
に
西
軍
に
属
し
て
い
た
。

朝
倉
氏
の
勇
猛
な
る
戦
い
ぶ
り
は
、
当
時
の
各

種
の
史
料
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

る
に
文
明
三
(
一
四
七
ご
年
に
至
っ
て
、
朝

倉
氏
は
西
軍
か
ら
東
軍
に
寝
返
る
と
と
も
に
、

急
ぎ
越
前
に
下
向
し
て
国
内
制
圧
の
戦
い
を
押

し
進
め
る
と
い
う
方
向
に
転
換
す
る
。
そ
し
て

翌
文
明
四
二
四
七
二
)
年
八
月
に
は
、
朝
倉

氏
は
府
中
を
攻
略
し
、
守
護
代
甲
斐
氏
の
勢
力

を
国
外
へ
放
逐
℃
て
、
越
前
の
支
配
権
を
獲
得

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
応
仁
・
文
明
期
の
一
連

の
動
乱
の
結
果
、
越
前
の
形
式
的
な
支
配
体
制

は
、
守
護

1
斯
波
氏
、
守
護
代

1
朝
倉
(
陀
と
な

っ
た
の
住
め
る
が
、
実
質
的
に
は
、
朝
倉
氏
は

「
守
護
分
」
と
目
き
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
国

の
支
配
権
を
ほ
ぼ
完
全
に
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
越
前
の
国
一
統

に
伴
な

V
T朝
倉
氏
は
、
国
内
の
所
領
に
対
す

る
「
半
済
」
の
実
施
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
っ
て
、
輿
福
寺
領
河
口
・
坪
江
庄
に

対
す
る
半
済
施
行
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
(
旬
、

興
福
寺
は
こ
れ
に
対
乱
マ
、
「
朝
倉
半
済
押
領

之
由
、
太
無
謂
次
第
也
」
と
て
、
激
し
い
憤
慨

を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
半
済
と
い
う
の
は
、
当
該
所
領
の
本
所

職
や
領
家
職
を
持
つ
領
主
に
上
納
す
べ
き
年
貢

米
・
諸
公
事
等
を
、
半
分
だ
け
弁
済
し
、
残
り

の
半
分
は
当
該
所
領
に
関
係
の
あ
る
在
地
領
主

(
た
い
て
い
は
地
頭
職
な
ど
を
も
っ
在
地
領
主

l
朝
倉
氏
被
官
人
、
あ
る
場
合
に
は
朝
倉
氏
自

身
)
が
取
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
問
題
と
す
べ
き
稲
吉
保
に
つ
い
て
も
、
当

然
な
が
ら
そ
れ
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
当
保
の
保
司
や
名

主
ら
は
、
朝
倉
氏
に
被
官
化
す
る
こ
と
で
、
そ

の
半
済
の
思
恵
を
蒙
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
わ

け
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
、
前
節
引
用
の
散
用
状

に
見
え
た
年
貢
米
等
の
半
分
だ
け
を
石
清
水
八

幡
宮
に
納
入
し
、
残
り
半
分
は
自
己
の
得
分
と

し
て
収
納
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
あ
る

い
は
こ
の
半
済
の
基
準
は
、
請
負
代
官
の
請
料

三
五
貫
丈
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
は
稲
士
口
保
か
ら
の

収
入
の
半
減
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
は
残
り

の
半
分
は
厳
密
に
納
入
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、

実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
時
代
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
名
主
・
百
姓
ら
は
こ
と
あ
る
ご
と
に

水
損
・
干
損
を
言
い
た
て
、
あ
る
い
は
国
役
等

の
臨
時
的
賦
課
を
理
由
に
し
て
負
担
の
軽
減
を

要
求
し
、
さ
ら
に
は
な
し
く
ず
し
的
に
納
入
の

僻
怠
を
行
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
稲

士
口
保
は
、
応
仁
の
乱
に
伴
な
う
文
明
四
年
以
降
の

半
済
実
施
を
契
機
に
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
の

支
配
を
ほ
ぼ
完
全
に
脱
け
出
し
て
し
ま
う
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
を
前
掲
の
目
安
状
で
は
「
一
乱
」

以
来
の
押
領
と
指
弾
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
石
清
水
八
幡
宮
と
し
て
は
、

か
か
る
押
領
の
事
態
に
対
し
て
無
為
に
手
を
挟

い
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
所
領
回
復
を
実

現
で
き
る
機
会
の
到
来
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
将
軍
足
利
義
晴
で
あ
る
。

彼
は
足
利
義
澄
の
子
で
、
大
永
元
(
一
五
二
一
)

年
に
細
川
高
国
に
擁
さ
れ
て
一
一
歳
で
将
軍
家

の
家
督
を
継
承
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
彼
の
登
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場
は
、
そ
れ
ま
で
足
利
将
軍
家
の
分
裂
と
細
川

家
内
部
の
対
立
抗
争
で
混
迷
を
続
け
て
い
た
京

の
政
界
を
、
一
応
な
が
ら
も
安
定
に
導
く
意
味

を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る

0
.

す
な
わ
ち
、
永
正

五
(
一
五

O
八
)
年
七
月
、
か
つ
て
将
軍
の
位

を
追
わ
れ
た
足
利
義
植
(
義
材
ま
た
義
手
)
が
、

細
川
高
国
・
大
内
義
輿
の
援
助
を
受
け
て
、
足

利
義
澄
・
細
川
澄
元
・
三
好
之
長
ら
を
京
か
ら

放
逐
し
、
よ
う
や
く
将
軍
に
復
帰
し
て
後
も
、

京
を
め
ぐ
っ
て
の
混
乱
は
止
む
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
細
川
澄
元
・
三
好
之
長
ら
が
再

三
に
わ
た
っ
て
京
を
制
圧
す
る
た
め
に
進
攻
し

来
た
っ
た
た
め
で
あ
る
。
細
川
高
国
は
、
彼
ら

の
永
正
八
二
五
一
一
)
年
・
同
十
七
二
五

二

O
)
年
の
二
度
に
わ
た
る
進
攻
に
対
し
て
、

と
も
に
一
旦
は
京
を
捨
て
、
つ
い
で
態
勢
を
立

て
直
し
て
奪
還
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

問
題
は
永
正
十
七
年
の
没
落
に
際
し
て
、
足
利

義
植
と
の
聞
に
隙
聞
を
生
じ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
澄
元
方
に
追
わ
れ

た
高
国
が
近
江
へ
敗
走
す
る
時
、
彼
は
義
植
に

も
同
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
義
植
は
こ
れ

を
拒
否
し
、
澄
元
ら
に
擁
立
さ
れ
る
が
ご
と
き

泉

稲
土
口
保

ゴ

態
度
を
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
国
は
、
ま
も

な
く
近
江
か
ら
反
撃
に
出
て
京
を
奪
回
す
る
の

で
あ
る
が
、
す
で
に
義
植
と
の
対
立
は
明
ら
か

と
な
っ
て
い
た
た
め
、
翌
永
正
十
八
(
大
永
一
河
、

一
五
二
二
年
三
月
、
義
植
を
京
か
ら
追
放
し

て
し
ま
い
、
代
わ
っ
て
彼
は
、
か
つ
て
自
分
が

追
放
し
た
足
利
義
澄
の
子
義
晴
を
迎
え
て
、
周

年
十
二
月
に
将
軍
に
就
任
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
京
を
め
ぐ
る
情
勢
は
、
大
永
一
万
年
十

二
月
に
、
将
軍
足
利
義
晴
、
管
領
細
川
高
固
と

い
う
体
制
吃
も
っ
て
、
一
応
の
安
定
に
達
し
た

の
で
あ
つ
が
r

以
上
の
よ
う
な
事
態
の
推
移
を
踏
ま
え
て
、

大
永
二
二
五
二
二
)
年
九
月
に
、
石
清
水
八

幡
宮
は
、
将
軍
足
利
義
晴
に
稲
吉
保
の
領
有
の

回
復
を
願
い
出
る
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
を
雑
掌

が
幕
府
の
担
当
奉
行
人
に
申
し
入
れ
、
こ
れ
を

受
け
て
奉
行
人
は
、
前
掲
の
目
安
状
を
作
成
し

て
将
軍
の
謁
覧
に
供
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

前
掲
目
安
状
は
、
将
軍
足
利
義
晴
に
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の

結
果
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が

ら
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
逆
に
史
料
の
遺
存
し
な
い

点
を
根
拠
と
す
れ
ば
、
所
領
回
復
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
も
し
所
領
支
配
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
可
能
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
越
前
に
お
け
る
朝
倉
氏

の
支
配
体
制
は
、
京
に
あ
っ
て
将
軍
の
権
威
に

の
み
す
が
る
庄
園
領
主
の
支
配
力
の
介
入
を
も

は
や
許
さ
な
い
ほ
ど
に
、
強
固
に
在
地
に
浸
透

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

l

『
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
文
書
』
第
二
四
九
号

2

百
瀬
今
朝
雄
氏
「
室
町
時
代
に
お
け
る
米
価
表

東
寺
関
係
の
場
合
l
l
L
(

『
史
学
雑
誌
』
第
六
六

編
一
号
)

3

『
東
寺
百
合
文
書
』
ク
、
建
武
元
年
三
月
七
日
備

中
国
新
見
庄
東
方
地
頭
方
損
亡
検
見
井
納
帳
(
『
備

中
国
新
見
庄
史
料
』
)

4
『
東
寺
百
合
文
書
』
に
第
八

O
号
(
『
大
日
本

古
文
書
』
家
わ
け
一

O
)
応
永
十
二
年
七
月
日
丹

波
国
大
山
庄
年
貢
散
用
状
を
見
る
と
、
「
十
二
石

六
升
七
夕
大
豆
納
分
六
貫
七
百
文
和
市
一
斗
八

升
出
之
春
定
」
と
あ
る
が
、
こ
の
和
市
が
も
し
大
豆

価
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
石
に
つ
き

五
五
五
文
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
て
、
丹
波
大
山
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庄
に
お
け
る
大
豆
価
も
備
中
新
見
庄
に
お
け
る
そ
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
動
向
は
ま
た
越
前
に
も
波
北
朝
中
期
に
至
れ
ば
、
越
前
国
街
の
機
構
の
衰

れ
J
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
及
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
在
庁
別
名
退
に
伴
な
っ
て
当
保
の
性
格
も
、
ま
た
名
の
機

5

「
河
口
御
庄
所
当
米
収
納
帳
」
(
『
北
国
庄
園

の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
の
が
稲
吉
保
で
あ
っ
能
も
大
き
く
変
質
し
て
お
り
、
さ
ら
に
降
っ
た

史
料
』
)

6

『
東
寺
百
合
文
書
』
に
第
七
二
号
、
応
永
五
年
た
。
稲
吉
保
の
設
立
の
目
的
は
、
国
街
厨
一
房
の
明
徳
四
年
の
段
階
で
は
、
当
保
の
所
務
職
は
請

十
一
月
十
一
日
丹
波
国
大
山
庄
年
貢
帳
案
。
管
理
を
職
掌
と
す
る
在
庁
官
人
の
家
産
経
済
を
料
三
五
貫
文
で
代
官
に
請
け
負
わ
れ
る
ま
で
に

7

『
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
文
書
』
第
二
五
O
号
運
営
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
五
貫
文
と
い
う
請
料
は
、

8

『
親
長
卿
記
』
文
明
四
年
八
月
二
士
百
条
(
た
め
に
内
部
は
十
一
の
名
に
編
成
さ
れ
、
こ
れ
か
つ
て
石
清
水
八
幡
宮
が
当
保
か
ら
徴
収
し
え

『
史
料
大
成
』
第
三
九
巻
)
ら
の
名
か
ら
、
厨
米
・
御
服
・
湯
殿
勤
仕
・
京
た
収
入
総
額
の
約
七
五
%
に
あ
た
る
も
の
で
あ

9

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
五
年
四
月
三

上
夫
一
人
・
干
草
・
薯
葺
等
が
均
等
に
負
担
さ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
逆
に
言
え
ば
、
請

十
日
条

日
山
『
安
位
寺
殿
御
自
記
』
文
明
四
年
九
月
条
(
『
れ
て
、
在
庁
官
人
の
収
納
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
負
代
官
は
、
当
保
の
諸
負
担
総
量
の
約
二
五
%

北

国

庄

国

史

料

』

)

て

い

た

。

ま

た

こ

れ

と

合

わ

せ

て

御

佃

米

も

名

を

自

己

の

取

得

分

と

な

し

え

た

の

で

あ

っ

た

。

日

前

注
8
史

料

別

賦

課

で

あ

っ

た

が

、

こ

れ

は

さ

ら

に

上

級

領

し

か

る

に

、

さ

ら

に

降

っ

て

応

仁

の

乱

を

経

ロ
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
三
年
正
月
三
十
主
に
納
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
過
す
る
と
、
越
前
に
お
い
て
は
朝
倉
氏
に
よ
る

三
日
条
な
ど

の
よ
う
な
名
の
第
一
義
的
機
能
に
付
属
し
て
、
領
国
支
配
体
制
が
形
成
さ
れ
、
朝
倉
氏
は
半
済

日
『
福
智
院
家
古
文
書
』
第
九
一
号
、
天
正
二
年

十
一
月
三
百
口
正
親
町
天
皇
論
旨
分
米
・
分
大
豆
も
名
を
通
し
て
納
入
さ
れ
て
い
の
実
施
を
許
可
さ
れ
て
、
領
国
内
の
所
領
を
確

M

黒
川
直
則
氏
「
下
刻
上
の
政
治
」
(
守
京
都
の
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
所
詮
、
第
実
に
掌
握
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う

歴
史
』
第
三
巻
、
第
五
章
一
節
)
二
義
的
な
負
担
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
動
向
に
合
わ
せ
て
、
稲
吉
保
で
は
名
主
ら
に

岡

な

お

、

当

初

は

現

物

納

で

あ

っ

た

諸

負

担

は

、

よ

る

押

領

の

事

態

が

進

行

し

、

そ

の

た

め

石

清

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
そ
の
後
次
第
に
代
銭
納
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
水
八
幡
宮
は
、
当
保
か
ら
ほ
と
ん
ど
何
も
収
納

ろ
を
、
最
後
に
簡
単
に
ま
之
め
て
お
こ
う
。
南
北
朝
中
期
で
は
諸
公
事
・
夫
役
は
す
べ
て
代
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
八

平

安

末

期

の

諸

国

の

国

街

領

に

お

い

て

は

、

銭

納

に

な

っ

て

い

る

。

幡

宮

は

、

大

永

二

年

に

至

っ

て

、

将

軍

に

足

利

旧
来
の
郡
郷
単
位
の
支
配
方
式
が
変
更
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
稲
吉
保
で
あ
っ
た
義
晴
が
就
任
し
て
政
治
的
な
安
定
が
生
ま
れ
た

新
た
に
在
庁
別
名
を
設
定
す
る
動
き
が
一
般
的
が
、
当
保
が
石
清
水
八
幡
宮
に
施
入
さ
れ
る
南
機
会
を
と
ら
え
て
、
稲
吉
保
の
回
復
を
幕
府
に
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申
請
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
不
明
な

が
ら
、
恐
ら
く
は
朝
倉
氏
の
了
承
を
得
ら
れ
ず

に
徒
労
に
終
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戦
国
期
の

大
名
領
国
は
、
も
は
や
庄
園
領
主
権
力
の
介
入

を
許
す
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
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