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足利将軍権力の消失

天
正
年
間
の
将
軍
足
利
義
昭
の
評
価
と
し
て
、
奥
野
高
広
氏
は
犬
正
元
年
(
-
五
七
三
）
の
京
都
か
ら
の
退
去
を
以
て
幕
府
の
終
焉
と

し
た
。
長
ら
く
通
説
と
な
っ
て
い
た
こ
の
説
に
対
し
て
、
藤
田
達
生
氏
が
、
天
正
四
年
に
備
後
国
鞘
の
浦
に
動
座
し
毛
利
氏
の
庇
護
卜
に

入
っ
て
以
後
の
義
昭
の
権
力
を
評
価
し
、
「
納
暮
府
」
と
し
て
位
慨
づ
け
た
こ
と
に
よ
り
、
天
正
元
年
以
降
の
義
昭
に
も
注

H
が
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
山
田
康
弘
氏
は
、
相
在
に
補
完
し
合
う
将
軍
と
大
名
た
ち
と
の
総
体
で
あ
る
「
幕
府
」
は
、
天
正
元
年
以
降
も
続

い
て
い
た
と
名
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
天
正
元
年
以
降
の
「
伍
長
包
囲
網
」
を
広
義
の
幕
府
と
見
倣
し
て
い
る
。

筆
者
は
か
つ
て
、
義
昭
の
栄
典
授
与
事
例
に
お
け
る
授
サ
範
囲
と
授
与
過
程
の
在
京
期
と
在
納
期
の
比
較
か
ら
、
天
正
年
間
に
お
け
る

将
軍
の
儀
礼
的
権
威
の
衰
退
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
木
下
昌
規
氏
は
、
天
正
元
年
以
降
の
将
軍
権
力
に
つ
い
て
、
将
軍
直
臣
ら
の
活
動
や

幕
府
奉
行
人
奉
書
の
発
給
事
例
、
義
昭
自
身
の
認
識
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
い
、
当
該
期
の
将
軍
・
幕
府
は
積
極
的
評
価
を
す
る
に
は
値

し
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
天
正
年
間
に
お
け
る
将
軍
義
昭
を
め
ぐ
り
、
現
在
應
見
は
一
一
分
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
改
め
て
こ
の
問
題
に
つ
い

は
じ
め
に

足
利
将
軍
権
力
の
消
失

水

野

嶺
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て
、
考
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
囚
愈
府
」
の
什
紬
を
論
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、
将
軍
に
よ
る
権
力
行
使
や
将
軍

権
威
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

足
利
氏
の
権
威
に
つ
い
て
、
佐
藤
槽
信
氏
が
古
河
公
方
足
利
氏
の
権
威
喪
失
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
古
河
公
方
足
利
義
氏
は
、

あ
る
一
時
期
ま
で
は
北
条
氏
の
権
力
内
に
位
摂
さ
れ
な
が
ら
も
独
自
の
ー
古
河
公
方
と
し
て
の
特
有
の
ー
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
永

禄

t
―
一
年
(
-
五
六
九
）

の
越
相
同
盟
締
結
に
よ
り
、
関
東
管
領
卜
杉
謙
信
が
足
利
義
氏
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
反
北
条
氏
勢
力
が
公

方
離
れ
を
強
め
、
義
氏
は
対
外
的
機
能
を
消
失
し
伝
統
的
権
威
11

貴
種
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

3

義
昭
の
場
合
、
鞘
動
咆
以
降
天
止
年
間
に
将
軍
と
し
て
何
を
し
得
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る
も
の
は
多
く
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
織
田
信
長
死
後
、
翌
臣
政
権
に
お
け
る
九
州
出
兵
に
際
し
、
義
附
の
什
在
は
俄
に
脚
光
を
浴
び
る
。
た
と
え
ば
尾
下
成
敏
氏

は
、
秀
吉
が
九
州
停
戦
命
令
に
お
い
て
、
正
親
町
犬
白
下
の
「
椒
慮
」
を
命
令
の
中
に
明
記
し
た
の
は
、
形
式
卜
は
将
軍
足
利
義
昭
よ
り
も

上
位
に
位
置
す
る
天
皇
の
意
思
を
前
面
に
立
て
る
こ
と
で
、
室
町
将
軍
の
命
じ
る
大
友
攻
め
を
拒
む
名
分
を
毛
利
氏
に
与
え
よ
う
と
し
た

た
め
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
九
州
出
兵
段
階
で
、
義
附
と
戦
臣
政
権
が
通
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
義
昭
御
内
書
に
豊
臣
秀
長

の
名
が
記
さ
れ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
名
で
も
天
圧
卜
年
以
降
の
義
昭
の
政
治
的
な
立
場
を
検
討
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
犬
正
年
間
に
お
け
る
義
昭

と
諸
大
名
の
関
係
か
ら
、
義
昭
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
も
名
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。

義
昭
と
毛
利
氏

天
正
元
年
(
-
五
七
三
）
し
月
、
義
昭
は
織
田
勢
の
攻
撃
を
前
に
槙
島
城
を
退
去
し
、
河
内
国
若
江
城
に
屈
所
を
移
す
と
、
毛
利
輝
元
・
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足利将軍権力の消失

二
月
廿
―

H

（
化
押
）

（
貞
俊
）

福
原
出
羽
守
と
の
ヘ

申
候
也

吉
川
元
春
・
小
ぃ
卜
川
隆
屎
へ
援
助
を
求
め
御
内
書
を
発
給
し
て
い
る
。
し
か
し
、
じ
利
氏
側
は
こ
の
要
請
に
応
じ
ず
、
さ
ら
に
は
織
田
信

長
と
の
敵
対
を
選
ば
な
か
っ
た
た
め
、
義
昭
は
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る

3

さ
て
毛
利
氏
は
、
こ
の
と
き
伯
長
と
義
昭
の
帰
洛
に
つ
い
て
の
交
渉
を
行
っ
て
い
た
し
そ
し
て
、
交
渉
の
結
果
、
信
長
は
義
昭
の
帰
洛

に
同
慈
し
、
輝
元
は
義
昭
へ
「
都
邸
安
泰
之
基
」
の
た
め
に
も
京
都
へ
戻
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
、
義
昭
が
信
長
へ
人
質
を
求

め
た
こ
と
で
交
渉
は
決
裂
し
、
義
昭
は
紀
伊
国
由
良
へ
と
居
所
を
移
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
毛
利
氏
は
織
田
氏
と
の
敵
対
す
る
こ

(13) 

と
を
避
け
る
た
め
、
使
俯
で
あ
っ
た
安
国
寺
恵
瑣
を
し
て
、
義
附
に
対
し
て
西
国
に
は
下
向
し
な
い
よ
う
強
く
言
い
含
め
て
い
る
。

天
正
四
年
―
一
月
、
紀
伊
国
に
滞
在
し
て
い
た
義
昭
は
、
備
後
国
納
の
浦
へ
と
居
所
を
移
し
た
。
二
月
八
日
付
で
義
昭
は
、
小
早
川
隆
景
・

古
川
元
春
・
熊
谷
信
直
ら
を
は
じ
め
と
す
る
毛
利
氏
に
属
す
る
日
衆
な
ど
へ
、
御
内
書
に
よ
っ
て
鞘
へ
の
移
座
を
告
げ
協
力
を
求
め
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
輝
元
は
す
ぐ
に
義
昭
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

：
一
月
二
十
一
日
付
足
利
義
昭
御
内
書

【
史
料
一
】
（
天
正
四
年
）

雖
数
度
染
箪
、
各
相
談
之
故
、
不
レ
及
レ
請
之
段
尤
候
、
然
者
今
度
下
向
一
篇
被
頼
思
食
、
究
一
身
覚
悟
一
之
間
、
守
主
従
之

：
秀
政
)
[
•
[
永
孝
）
（
真
木
島
）

旨
馳
走
候
様
、
対
輝
元
加
意
見
者
、
可
レ
為
一
喜
悦
一
候
、
委
細
卜
野
大
和
守
・
小
林
民
部
少
軸
可
柑
達
一
候
、
猶
昭
光
可
レ

義
昭
の
鞘
の
浦
へ
の
下
向
と
そ
の
受
け
入
れ
は
、
織
田
氏
と
の
全
面
戦
争
に
発
展
す
る
た
め
、
毛
利
氏
と
し
て
も
す
ぐ
に
は
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況
を
う
け
、
義
昭
は
毛
利
家
臣
福
原
真
俊
に
対
し
て
、
輝
元
へ
白
身
の
受
け
入
れ
を
進

言
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
内
容
の
御
内
書
は
古
川
几
春
宛
の
も
の
も
あ
り
、
義
昭
の
焦
り
が
看
取
で
き
よ
う
。
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結
局
、
毛
利
家
が
正
式
に
義
昭
を
受
け
入
れ
た
の
は
、

【
史
料
―
-
】
（
天
正
四
年
）

五
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る

3

、

1
l

五
月
十
三
日
付
足
利
義
昭
御
内
書

当
家
事
、
可
し
令
馳
走
旨
、
尤
神
妙
候
、
然
者
、
條
数
之
通
、

八
幡
人
菩
薩
照
覧
、

不
レ
OJ
レ
有
相
違
候
也
、

輝
．J
Cと
の
間
に
何
か
し
ら
の
約
定
が
成
立
し
、
義
昭
は
輝
元
に
対
し
「
照
覧
刑
起
泊
文
」
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
同
日
付
で
熊
谷
•
平

(18) 

賀
氏
な
ど
の
国
衆
に
対
し
、
義
昭
へ
の
協
力
を
輝
元
が
請
け
た
こ
と
が
、
義
附
御
内
情
と
輝
冗
副
状
に
よ
り
通
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鞘
動
巫
に
関
連
す
る
文
書
に
は
、
こ
の
五
月
十
三
日
を
境
と
し
て
、
義
昭
御
内
書
の
伝
逹
経
路
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

―
一
月
八
日
付
御
内
書
で
は
、
各
宛
所
へ
の
使
者
は
上
野
秀
政
と
小
林
家
孝
の
両
名
が
ゴ
止
さ
れ
、

る
。
と
こ
ろ
が
、

＾
―
.
月
ニ
ト
一
日
付
御
内
書
で
も
同
様
で
あ

五
月
十
：
ご
一
日
付
で
発
給
さ
れ
た
御
内
書
で
は
、
半
賀
・
熊
谷
・
尺
野
・
周
布
の
各
氏
宛
の
も
の
で
は
副
状
発
給
者
が
輝

元
と
な
り
、
輝
元
書
状
に
て
「
国
之
労
江
被
レ
成
い
国
内
書
候
、
有
御
頂
蔽
、
御
請
刈
レ
然
候
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
愉

後
国
衆
で
あ
る
山
内
降
通
・
元
通
父
子
に
対
し
て
は
、
義
昭
御
内
書
は
輝
几
宛
に
発
給
さ
れ
、
父

f
に
対
し
て
は
輝
元
書
状
に
て
「
被
レ

御
内
書
如
レ
此
候
、
有
御
頂
戴
、
自
今
以
後
、
御
馳
走
肝
要
候
、
然
者
御
閲
llI
調
給
候
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

ま
で
国
衆
な
ど
へ
直
接
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
御
内
書
は
、
義
昭
の
受
け
人
れ
決
定
を
機
に
、
義
附
↓
輝
元
↓
国
衆
と
輝
元
を
介
し
て
伝
逹

ま
た
、
武
田
氏
や
上
杉
氏
と
い
っ
た
対
人
名
に
対
し
て
も
こ
の
旨
は
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
毛
利
氏
が
義
昭
へ
の
協
力
を
受
諾
し
「
捧

ふ

23)

御
請
文
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
御
請
文
」
と
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
輝
元
の
も
の
で
は
な
い
が
、
天

正
四
年
に
義
昭
に
対
し
て
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
請
文
が
残
っ
て
い
る
。

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

対

我

等

五

月

十

三

日

（

花

押

）

（
輝
元
）

毛
利
右
馬
頭
と
の
ヘ
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つ
ま
り
、
義
昭
は
輝
元
に
受
け
人
ら
れ
た
も
の
の
、

【史料一--】

ッ｝

天
正
四
年
六
月
十
二
日
付
犬
野
元
政
晶
文
案

御
内
書
謹
而
頂
載
仕
候
、
抑
就
呈
土
此
堺
砧
5

レ
移

知
t-lC,｝

毛
利
可
レ
為
言
L

餃
、
此
等
之
趣
預
宜
御
披
予
麟
候
、
誠
恐
誠
悦
謹
言
、

（
児
筆
）

「
天
正
四
年
[
」

御
座
之
儀
ー
、
可
レ
致
馳
走
之
由
、
被
二
仰
出
一
候
、
存
一
其
旨
候
、
委
曲

本
状
は
天
野
元
政
が
書
い
た
請
文
の
案
文
と
な
る
が
、
義
昭
受
け
入
れ
の
文
書
通
達
経
路
と
本
状
の
「
委
曲
毛
利
可
レ
為
一
言
上
五
竺
と

の
文
言
か
ら
、
輝
元
を
通
じ
て
義
昭
に
渡
っ
た
と
名
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
義
昭
と
国
衆
の
間
に
輝
元
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

義
昭
受
け
人
れ
の
一
連
の
経
緯
か
ら
は
、
毛
利
氏
に
属
す
る
回
衆
と
義
昭
と
の
間
に
、
直
接
的
な
関
係
を
極
力
創
出
さ
せ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
す
る
輝
元
の
意
図
が
み
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

t
利
氏
が
介
在
す
る
事
例
は
、
足
利
義
輝
御
内
書
に
よ
っ
て
安
芸
国
衆
な
ど

ヘ
官
途
授
与
が
行
わ
れ
た
際
の
御
内
書
伝
逹
経
路
に
類
似
し
、
毛
利
氏
の
他
の
国
衆
に
対
す
る
優
位
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
似
た
よ

う
な
事
例
は
毛
利
氏
以
外
の
大
名
家
で
も
確
認
が
で
き
、
島
津
氏
の
場
合
も
、
義
昭
か
ら
の
使
者
に
対
し
て
「
一
家
中
」

給
を
控
え
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

へ
の
御
内
書
発

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
は
、
戦
川
大
名
が
家
中
統
制
に
お
い
て
、
将
軍
と
直
接
御
内
書
の
授
受
を
行
う
国
衆
の
処
遇
を
間
題
と
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行
研
究
に
お
い
て
利
点
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
将
軍
の
有
す
る
外
交
ル
ー
ト
が
、
大
名
の
家
中
統

制
に
お
い
て
は
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
十
分
に
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
毛
利
氏
は
義
昭
動
座
を
う
け
、

そ
の
危
険
性
が
膨
ら
み
、
義
昭
と
の
間
に
約
定
を
設
け
る
こ
と
で
こ
の
間
題
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。

進
上
御
奉
行
所

六
月
十
二
日

一
程
度
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
【
史
料
二
】
に
あ
る
「
條
数
」

泊
文

散
位
冗
政
（
裏
花
押
）
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そ
の
理
由
と
し
て

l
-
[
3
 

、
ミ
、

と
な
っ
て
い
る
カ

て
い
る
が
、

t
怠
疎
懐
」
と
じ
利
氏
が
占
小
都
に
軍
を
向
け
れ
ば
大
友
氏
が
防
長
力
面
へ
兵
を
向
け
る
こ
と

輝
JC
か
ら
の
要
閲
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
も
す
る

C

「
大
友
家

で
あ
り
、
そ
の
全
容
は
う
か
か
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
義
昭
受
け
入
れ
時
や
栄
典
授
げ
時
に
お
け
る
一
連
の
文
古
の
や
り
と
り
と

な
っ
て
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

義
昭
へ
の
制
限

義
昭
が
納
の
浦
に
移
り
、
そ
れ
を
毛
利
氏
が
擁
立
す
る
こ
と
を
表
町
し
た
こ
と
で
、
じ
利
氏
は
御
内
書
の
副
状
を
発
給
す
る
よ
う
に
な

り
、
将
軍
の
行
す
る
外
交
範
囲
を
自
家
の
も
の
と
し
た

C

そ
れ
は
、
納
の
油
動
庫
後
の
義
昭
御
内
書
に
は
、
幕
臣
副
状
・
毛
利
輝
元
苫
状
・

吉
川
元
春
か
小
早
川
隆
景
副
状
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
対
武
田
氏
・
対
島

津
氏
の
ほ
か
に
も
、
対
上
杉
氏
な
ど
で
も
伺
様
の
巾
例
が
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
、
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

た
し
か
に
毛
利
氏
に
と
っ
て
の
利
点
と
い
え
る
。

ら
み
た
場
合
、
納
動
座
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
章
で
は
、
毛
利
輝
元
に
よ
る
副
状
発
給
と
い
う
点
か
ら
、
義
昭
の
動
庫
の
影
評
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

で
は
、
義
昭
側
か

義
昭
と
島
津
氏
と
の
交
渉
か
ら
一
例
を
あ
げ
る
。
尺
正
六
年
（
：
・
九
じ
八
）
、
義
昭
は
島
津
氏
に
対
し
て
人
友
氏
を
攻
め
る
よ
う
に
命
じ

な
ぜ
、
義
昭
と
大
友
氏
は
疎
遠
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
在
京
期
、
義
昭
は
人
友
氏
に
対
し
て
じ
利
氏
と
の
和
平
を
命
じ
、
政
権
の
中
枢
に

あ
っ
た
久
我
宗
人
を
豊
後
に
下
向
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
義
昭
側
の
働
き
か
け
に
対
し
て
、
大
友
宋
麟
は
和
睦
に
同
意
を
ぷ
し
、
さ
ら

に
は
上
洛
す
る
と
さ
え
応
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
と
り
た
て
て
疎
辿
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
原
囚
は
人
正
元
年
以



7
 

足利将軍楕•)）の消失

降
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、

E
利
氏
と
大
友
氏
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
家
が
北
九
州
の
覇
権
を
め
ぐ
り

争
っ
て
い
る
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
天
正
四
年
に
毛
利
氏
と
同
盟
を
結
ん
だ
武
田
勝
頼
が
、
輝
元
に
対
し
て
大
友
氏
と
の
和

睦
を
勧
め
て
い
る
の
も
そ
の
関
係
の
現
れ
で
あ
る
が
、
毛
利
氏
と
大
友
氏
の
和
睦
は
成
立
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
島
津
氏
・
大
友
氏
と
の
交
渉
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
該
期
に
お
け
る
義
昭
・
輝
元
の
外
交
は
、
輝
元
主
導
で
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

L
)

義
昭
が
＂
日
茫
臣
な
ど
を
引
き
連
れ
て
納
の
浦
に
動
座
し
た
と
は
い
え
、
織
円
氏
と

f
文
を
交
え
る
の
は
毛
利
氏
で

あ
る
。
そ
の
毛
利
氏
が
自
家
を
有
利
に
す
る
た
め
に
外
交
を

t
導
的
に
展
間
す
る
の
は
、
中
~
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

将
軍
御
内
書
に
大
名
が
澗
状
を
付
す
と
い
え
ば
、
類
似
状
況
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
義
附
と
伯
艮
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
五
ヶ
条
の

条
書
」
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条
に
は
二
、
諸
国
へ
以
御
内
書
加
凸
仰
出

f
細
石
ロ
レ
之
者
、
信
長
二
被
仰
聞
、
書
状
を
可
一

1

添
申

事
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
伯
長
と
義
昭
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
密
約
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
将
軍
の
権
力
行
使
の
制
約
と
理
解
さ
れ
て

き
た
。
信
長
と
の
間
で
は
、
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
輝
元
と
義
昭
と
の
間
で
は
、

対
大
名
宛
御
内
者
に
輝
元
副
状
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
在
京
期
よ
り
徹
底
し
た
御
内
書
発
給
形
態
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
対
大
名
へ
の
外
交
文
内
以
外
に
も
、
天
正
年
間
に
お
け
る
義
昭
の
発
給
文
書
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
に
副
状
発
給
者
と
し
て

輝
元
の
名
が
記
各
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
毛
利
氏
に
属
す
る
日
衆
へ
の
官
途
授
与
な
ど
が
該
当
す
る
し
す
な
わ
ち
、
義
附
単
独
で
政

治
的
な
文
書
を
発
給
す
る
こ
と
は
、
毛
利
氏
の
外
交
・
家
中
統
制
に
抵
触
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、

こ
う
し
た
毛
利
氏
主
導
の
状
況
を
義
昭
が
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
自
身
の
窮
状
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

毛
利
氏
側
か
ら
し
た
ら
将
軍
を
戟
合
、
名
実
と
も
に
一
休
的
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
将
軍
側
か
ら
の
観
点
で
み
れ
ば
、
当
該
期
を
広

義
の
「
幕
府
」
と
し
将
軍
権
力
を
行
使
し
て
い
た
と
み
る
に
は
、
制
限
が
多
く
万
全
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

に
義
昭
側
か
ら
す
れ
ば
、
制
約
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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七
月
廿

H

光

nrレ
申
候
也
、

〔侯〕

雖
不
レ
心
門
思
儀
候
、
妥
元
相
詰
奉
公
者
共
事
、
対
中
国
諸
候
輩
一
預
置
度
候
、
各
無
疎
略
様
巾
開
、
馳
走
可
悦
喜
、
猶
昭

毛
利
右
馬
頭
と
の
ヘ

（
花
押
）

【
史
料
四
】
（
年
未
詳
）
じ
月
一
一
卜
日
付
足
利
義
昭
御
内
内

す
る
。 一

方
で
、
副
状
発
給
者
と
し
て
輝
元
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
御
内
書
も
あ
る
。
そ
の
御
内
書
の
内
容
と
し
て
多
い
も
の
の
ひ
と
つ
に
、

正
月
の
祝
儀
に
対
す
る
返
札
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
給
対
象
者
は
、
毛
利
輝
几
・
小
早
川
隆
景
•
吉
川
几
春
な
ど
と
な
る
。
た
だ
し
、
「
右

川
毛
利
家
文
書
」
に
残
る
年
頭
祝
儀
の
返
札
と
な
る
真
木
島
昭
光
古
状
卜
；
通
の
う
ち
、

そ
こ
に
は
「
天
野
少
輔
六
郎
年
頭
御
祝
俵
被
巾
入
付
而
預
貫
札
條
」
と
あ
り
、
年
頭
祝
儀
も
輝
元
の
仲
介
が
必
要
で
あ
っ
た
可
能
性

は
残
る
。

ほ
か
に
は
、
在
陣
慰
労
や
戦
功
督
促
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る

C

た
と
え
ば
、
火
正
六
年
五
月
、
播
磨
へ
在
陣
し

て
い
た
諸
将
に
対
し
、
義
昭
は
在
陣
慰
労
の
御
内
書
を
発
給
し
て
お
り
、
凸
川
・
小
ロ
ト
川
・
ギ
賀
・
益
田
・
草
刈
・
天
野
・
周
布
宛
の
も

の
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
御
内
書
は
全
て
五
月
九
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
古
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
宛
の
も
の
に
は
使
者
と
し
て

曽
我
晴
助
を
派
遣
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
文
パ
は
そ
の
他
宛
て
の
も
の
に
は
な
く
、
御
内
書
の
文
言
に
若
．
卜
の
差
異
が
み
ら

れ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
文
書
の
伝
達
経
路
が
義
昭
↓
几
春
・
隆
景
↓
国
衆
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
将
軍
直
臣
の
川
衆
へ
の
嘉
預
附
」
に
関
す
る
一
連
の
文
書
に
も
、
副
状
発
給
者
と
し
て
輝
元
の
名
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
も

ち
ろ
ん
輝
元
に
無
断
で
、
こ
と
が
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
義
昭
は
靭
滞
在
巾
の
と
あ
る
段
階
で
、
輝
元
へ
以
下
の
御
内
書
を
発
給

一
通
の
み
毛
利
輝
元
に
宛
て
た
も
の
が
あ
る
。
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臣
や
家
康
は
応
じ
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

(
-
）
賤
ヶ
岳
の
戦
い

年
六
月
に
起
き
た
本
能
寺
の
変
以
降
の
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
、

天
止
四
年
以
降
に
お
け
る
大
名
宛
と
国
衆
宛
そ
れ
ぞ
れ
の
御
内
内
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
輝
元
の
意
が
強
く
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
栄
典
授
仔
に
お
い
て
は
輝
元
が
強
く
関
与
し
て
い
た
が
、
そ
の

優
位
の
状
況
を
う
け
、

と
こ
ろ
が
、
義
昭
の
勒
の
浦
動
座
受
け
入
れ
と
同
時
に
成
立
し
た
こ
の
文
書
発
給
形
態
に
よ
る
御
内
書
発
給
も
、
各
方
面
で
の
織
田
氏

天
正
七
年
以
降
十
年
に
か
け
て
そ
の
数
を
滅
ら
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
状
況
が
一
転
す
る
の
が
、
天
正
十

天
正
十
年
以
降
の
義
昭
の
動
向

天
正
十
年
二
五
八
―
-
)
六
月
、
信
長
が
本
能
寺
で
倒
れ
る
と
、
義
昭
は
再
び
帰
洛
を
求
め
る
御
内
書
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
発
給
対
象
は
織
田
家
臣
や
徳
川
家
康
ま
で
及
び
、
ま
さ
に
濫
発
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
義
昭
の
動
き
に
対
し
て
、
織
田
家

他
の
場
面
で
も
伺
梯
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

が
持
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

本
文
書
は
犬
正
八
年
か
ら
同
十
一
〖
一
年
に
か
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
義
昭
は
、
「
中
日
諸
侯
」
へ
側
に
仕
え

て
い
る
虹
臣
た
ち
を
預
け
置
き
た
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
申
間
か
せ
て
ほ
し
い
と
輝
几
へ
頼
ん
で
い
る
。

こ
の
要
請
は
輝
冗
に
容
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
平
賀
・
山
内
・
益
田
・
吉
見
・
犬
野
な
ど
の
各
国
衆
に
対
し
て
、
義
昭
か
ら
幕
臣
を
預
け
る

旨
の
御
内
書
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
の
一
件
に
関
し
て
も
、
副
状
発
給
者
に
輝
元
の
名
こ
そ
見
え
な
い
が
、
義
昭
の
独
断
で
国
衆
と
の
交
渉
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史
料
六
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-
l
「

J

犬
正
ト
一
年
）
四
月
六
日
付
足
利
義
昭
御
内
書

に
対
し
て
御
内
内
を
発
給
し
て
い
る
。

【
史
料
五
】

(
K正
|
―
年
）
一
一
月
十
四
日
付
徳
川
家
康
書
状

（徽

Ill)

｛
秀
討
)

就
公
方
様
御
帰
洛
之
依
、
預
珍
簡
、
殊
信
雄
・
羽
柴
、
其
外
家
老
之
衆
御
閲
之
内
状
、
被
差
添
給
候
、
即
遂
披
見
候
、
咄

こ
の
徳
川
家
康
書
状
は
、
義
附
の
帰
洛
に
つ
い
て
織
田
信
雄
・
羽
柴
秀
古
な
ど
の
団
紅
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
れ
を
以

て
家
康
に
ま
で
そ
の
要
泊
が
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
家
康
宛
の
文
書
に
は
、
今
ま
で
と
同
様
に
、
義
昭
御
内

害
に
輝
几
書
状
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

-
J
j
で
、
こ
れ
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
御
内
書
発
給
形
態
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
が
、
こ
の

K
I
E
l年
六
月
以
降
な
の
で
あ
る
。

天
止
十
年
ト
一
月
、
義
附
は
上
杉
家
臣
・
上
条
宜
顛
と
須
田
満
視
に
対
し
て
、
柴
田
勝
家
が
自
身
の
上
洛
に
同
意
し
た
こ
と
を
伝
え
、

上
杉
景
勝
に
勝
家
と
の
和
睦
を
求
め
た
御
内
書
を
発
給
す
る
。
こ
れ
は
勝
家
が
卜
洛
へ

l
紅
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
軍
勢
を
京
都
方

面
に
向
け
る
た
め
で
あ
る
c

さ
ら
に
義
昭
は
、
勝
家
へ
の
協
力
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
く
り
：
秀
古
と
勝
家
の
対
立
が
深
ま
る
中
で
、
勝
家

は
天
正
十
一
年
二
月
十
：
一
日
付
で
吉
川
元
春
に
対
し
て
書
状
を
遣
わ
し
、
江
北
へ
の
出
陣
を
四
げ
る
と
と
も
に
義
昭
の
「
上
意
」
を
背
景

に
毛
利
氏
の
「
手
へ
11

」
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
勝
家
は
、
二
月
四
日
付
で
義
附
の
近
い
真
木
島
昭
光
に
対
し
て
、
詳
細
な
戦
況
を
送
る

と
と
も
に
、
上
紅
を
し
て
毛
利
氏
を
動
か
す
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
る
，
し
そ
し
て
、
義
附
も

t
利
氏
を
動
か
す
べ
く
、
輝
元
や
古
川
几
春

小
林

度
々
如
申
越
、
柴
川
先
勢
既
至
江
北
取
出
条
、
卜

I
手
合
儀
刈
指
急
れ
肝
要
、
家
孝
・
今
村
遣
レ
之
候
、
於
一
油
析
者
忽
可

者
俵
者
、
各
次
第
二
候
条

．．
 

．ヽー

9
i
 

i

↓

／

ー

1

二
月
|
四
日i

．じ

l

J
 

＇ 上

t
利
行
馬
頭
殿

菫卜」

・
:
1
1
1
1
-

一
こ
阿
河
守
家
康
（
花
押
）

卿
無
沙
汰
不
レ
存
候
、
将
又
東
川
筋
御
用
之
＇
ナ
細
蒙
レ
仰

不
レ

nf
レ
有
疎
意
候
、
恐
々
謹
言
、
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レ
為
後
悔
、
併
甘
家
再
興
此
時
条
、
別
馳
走
頼
入
候
、
猶
附
光
可
レ
申
候
也
、

「
度
々
如
印
越
」
と
あ
り
、
義
附
の
何
度
目
か
の
催
促
に
あ
た
り
、
柴
川
勢
が
汀
北
に
出
陣
し
て
い
る
の
で
、
当
家
再
興
の
た
め
に

も
速
や
か
な
ト
カ
ヘ
の
出
兵
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
義
昭
が
こ
の
と
き
毛
利
氏
の
音
学
詞
を
汲
ん
で
上
杉
氏
側
へ
働
き
か
け
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
明
確
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

t
杉
・
柴
田
間
の
和
睦
に
関
す
る
御
内
胄
は
、
義
昭
の
独
断
で
発
給
さ
れ
て
い
た
の
で

な
ぜ
、
義
昭
は
勝
家
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
義
附
は
黒

rn孝
高
や
安
国
か
恵
増
を
通
じ
て
、
秀
吉
に
も
帰
洛
を
働
き
か
け

て
い
る
。
そ
し
て
、
前
掲
【
史
料
五
】
に
み
る
よ
う
に
、
詞
意
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
秀
古
側
は
帰
洛
に
は
同
意
す
る
も
、

毛
利
氏
と
は
和
平
交
渉
中
で
あ
り
、
義
昭
の
帰
洛
に
関
す
る
具
体
的
な
語
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
義
昭
は
、
自

身
を
「

L
窪
」
と
し
て
奉
じ
る
意
を
み
せ
た
勝
家
に
肩
入
れ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
義
昭
の
方
針
は
、
毛
利
氏
の
方
針
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
毛
利
氏
は
柴
田
側
と
の
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
、

そ
の
一
方
で
、
秀
古
に
も
佑
長
の
弔
い
料
を
送
る
な
ど
す
る
ほ
か
、
溝
和
交
渉
も
行
っ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
時
毛
利
氏
は
秀
吉
と
勝
家

ど
ち
ら
に
味
方
す
る
と
も
決
め
ず
、
状
況
を
諄
観
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る

‘u

こ
の
賤
ヶ
印
の
戦
い
に
お
け
る
義
昭
の
政
治
的
立
場
を
み
る
と
、

t
利
氏
を
動
か
す
た
め
の
一
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

柴
川
．

L
杉
間
の
和
平
調
停
も
勝
家
に
味
方
し
た
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
在
京
期
に
あ
っ
た
よ
う
な
支
配
秩
序
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
な

い
。
ま
た
、
前
章
で
検
詞
を
加
え
た
よ
う
に
、
天
正
四
年
以
降
は
権
力
行
使
に
制
限
が
あ
り
な
が
ら
も
、
反
織
田
と
い
う
点
で
、
毛
利
氏

と
一
体
的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
こ
の
時
点
で
終
わ
り
を
迎
え
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
犬
正
十
年
以
降
、
毛
利
氏
に

あ
る
。

-
、
ー

ー

nu,j 

n
i
J
J
一
ノ
ー

t
利
右
馬
頭
と
の
ヘ

花
押
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洛
援
助
を
求
め
半
ば
無
秩
序
に
御
内
書
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
面
か
ら

と
っ
て
、
義
昭
の
政
治
的
什
在
意
義
は
徐
々
に
消
失
方
向
へ
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
）
島
津
氏
と
の
関
係

次
に
、
前
章
で
も
触
れ
た
が
、
島
津
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

天
正
元
年
以
降
、
義
昭
は
度
々
島
津
氏
に
対
し
て
、
帰
洛
の
援
助
を
求
め
る
御
内
井
日
を
発
給
し
て
い
る
。
し
か
し
、
島
津
側
は
義
昭
に

よ
る
御
内
書
の
発
給
範
囲
に
つ
い
て
、
上
使
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
る

CJ

卜
八
日
、
（
中
略
）
、
此
晩
上
使
江
月
斎
ノ
宿
へ
為
御
使
被
し
遣
候
、
（
中
略
）
、
笈
許
：

•
1

ヶ
国
之
像
、
当
家
之
分
国
之
事
無
レ
隠
候
、

一
家
中
な
と
へ
も
、
直
御
内
書
を
な
さ
れ
、
又
ハ
御
請
を

liさ
る
、
か
た
あ
ま
た
候
秋
、
是
又
か
や
う
に
有
間
敷
事
候
、
此

等
之
趣
、
為
御
意
得
巾
候
由
申
候
也
、

晋
主
島
津
義
久
は
卜
使
江
月
斎
に
対
し
て
上
井
覚
兼
を
し
て
、
「
一
家
中
」
へ
の
御
内
内
の
発
給
を
や
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
の
島

『
上
井
貸
兼

H
晶』

の
叫
迩
か
ら
、
島
津
義
久
が
幕
府
と
の
個
人
的
つ
な
が

津
氏
に
お
け
る
「
一
家
」
（
「
御
一
家
衆
」
）
と
は
、
山
口
研
一
氏
に
よ
り
、
同
衆
(
「

1
方
衆
」
「
国
之
面
々
」
）
に
相
対
す
る
語
と
し
て
島

津
氏
庶
家
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
山
口
氏
は
、
こ
の

り
を
持
つ
一
家
衆
を
排
除
し
て
幕
府
と
の
関
係
を
自
分
一
人
に
限
定
し
よ
う
と
し
、
ま
た
守
護
職
を
盾
に
他
の
囚
人
領
主
と
の
間
に
一
線

を
画
し
た
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

島
津
義
久
の
上
使
へ
の
意
見
は
、
前
章
で
検
討
を
加
え
た
毛
利
氏
に
よ
る
義
附
へ
の
制
限
の
事
例
と
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
こ
う
し
た
大
名
側
の
反
応
が
天
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
義
昭
が
尿
都
を
退
去
し
た
こ
と
で
、
帰

然
処

【
史
料
七
】
『
卜
井
貨
兼
日
品
』
＾
大
正
一
一
年
閏
十
一
月
卜
八

□条



13 足利将軍権力の消失

り
を
見
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
島
津
氏
は
義
昭
の
命
を
請
け
る
こ
と
に
よ
り
、
義
昭
を
仰
ぐ
大
名
間
の
交
渉
を
円
滑
化
さ
せ
て
お
り
、
義
昭
の
存
在
は
島

津
氏
の
領
国
拡
大
と
安
定
に
寄
与
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
島
津
義
久
は
義
附
と
の
交
渉
を
持
つ
一
方
で
、
織
田
信
長

の
取
り
成
し
に
よ
っ
て
帰
京
し
た
近
衛
前
久
を
通
じ
て
京
都
方
面
と
の
交
渉
も
行
い
、
天
正
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
そ
の
近
衛
前
久

が
薩
摩
へ
下
向
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
八
年
に
は
織
田
信
長
に
よ
る
島
津
・
大
友
間
の
和
平
調
停
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
島
津

義
久
は
和
平
案
を
容
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
島
津
氏
は
義
附
と
信
長
の
両
者
と
交
渉
を
持
っ
て
お
り
、
天
正
八
年
か
ら
十
年
六
月
に
か

け
て
は
、
信
長
の
倦
位
を
認
め
、
信
長
の
命
で
あ
る
和
平
と
毛
利
攻
め
に
同
意
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、

18長
が
本
能
寺
の
変

(66) 

で
倒
れ
る
と
、
義
昭
と
の
連
携
を
復
活
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
帰
洛
の
決
定

天
正
十
年
几
月
、
義
昭
は
毛
利
・
羽
柴
間
の
和
平
交
渉
の
使
者
と
な
っ
て
い
た
安
同
寺
恵
覆
と
黒
田
孝
高
に
対
し
て
御
内
書
を
発
給
し
、

(68) 

秀
吉
へ
帰
洛
の
馳
走
を
取
り
成
す
よ
う
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
正
十
一
年
末
に
至
り
京
芸
和
平
は
成
立
し
、
羽
柴
・
毛
利
間
に
お
い

て
義
昭
の
帰
洛
も
正
式
に
決
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
古
の
同
息
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
う
け
て
、
義
昭
は
春
日
局
を
上
方
へ
遣
わ
し
て

い
る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
毛
利
氏
側
は
詳
細
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
義
昭
と
毛
利
氏
と
の
乖
離
は
よ
り
広
が

と
こ
ろ
が
、
義
昭
の
卜
洛
は
天
止
ト
ニ
年
春
に
は
実
現
せ
ず
、
ま
た
九
州
の
諸
大
名
に
正
式
に
こ
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
さ
ら

に
遅
れ
て
天
正
ト
ニ
年
九
月
以
降
と
な
る
。
大
正
十
二
年
八
月
―
一
十
五
日
、
こ
の
日
付
を
も
っ
て
毛
利
輝
元
は
龍
造
寺
政
家
・
宗
像
氏

貞
•
島
津
義
久
ら
に
対
し
て
義
昭
帰
洛
の
旨
を
伝
え
る
書
状
を
発
給
す
る
が
、
同
内
容
の
義
昭
御
内
内
は
九
月
五
日
付
で
発
給
さ
れ
る
の

も
天
正
年
間
以
降
の
義
昭
の
権
力
の
揺
ら
ぎ
は
み
え
る
の
で
あ
る
。
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状
を
送
っ
て
い
る
。

で
あ
る
。
前
章
ま
で
で
触
れ
た
義
昭
御
内
害
に
輝
元
れ
11

状
か
間
え
ら
れ
る
場
介
、

日
付
は
同
日
付
も
し
く
は
御
内
書
が
先
の
発
給
と
な
る

の
が
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
正
ト
ニ
年
に
至
り
、
輝
．
JC
翡
状
が
先
に
発
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
御
内
書
を
持
っ
た
上
使
柳
澤
元
政
と
毛
利
家
使
僧
五
戒
坊
か
鹿
児
島
に
到
杓
し
た
の
は
、
翌
十
三
年
一
一
月
と
な
る
。
柳
澤
元
政
は

「
卜
使
」
と
し
て
御
内
書
を
義
久
へ
渡
し
て
い
る
が
、
柳
澤
元
政
が
鹿
児
島
に
到
着
す
る
少
し
前
か
ら
、
「
公
儀
為
御
使
下
的
被
レ
成
候
」

と
蔭
涼
軒
清
叔
寿
泉
が
や
は
り
「
上
使
」
と
し
て
ド
向
し
て
い
の
で
あ
る
。

i

陰
涼
軒
は
近
衛
信
輔
が
義
久
に
対
し
て
前
年
四
月
に
行
わ
れ

た
龍
造
寺
氏
と
の
戦
い
の
戦
勝
を
賀
す
書
状
を
持
ち
下
向
し
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
「
御
内
古
」
も
持
参
し
義
久
に
渡
し
て
い
る
。
こ
の

中
央
権
力
が
島
津
氏
と
の
交
流
を
行
う
と
き
に
近
衛
氏
を
仲
介
と
し
た
こ
と
は
、
足
利
義
輝
や
織
田
伯
長
の
例
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の

時
秀
古
が
近
衛
氏
を
通
じ
て
島
津
氏
と
の
交
渉
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
公
儀
」
と
さ
れ
る
と
は
衿
え
に
く
い
。
た
し
か
に
、
天

〔羽〕

正
十
二
年
七
月
こ
ろ
に
大
友
氏
や
龍
造
寺
氏
が
秀
吉
に
通
じ
て
い
る
と
の
風
間
が
あ
る
が
、
『
卜
井
詑
艇
日
記
』
の
晶
述
に
は
「
＂
架
柴
筑

州
」
と
あ
り
、
そ
の
半
年
後
に
秀
古
を
「
公
儀
」
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
近
衛
に
輔
を
「
公
儀
」
と
呼
称
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
に
く
く
、
『
卜
井
覚
兼
日
記
』
で
は
近
衛
氏
は
「
御
家
門
様
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
や
は
り
「
公
儀
」
と
は
し
得
な
い
。
と
す
る

と
、
こ
の
「
公
儀
」
と
は
義
昭
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
し

蔭
涼
軒
が
義
昭
御
内
書
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
犬
正
几
年
以
来
途
絶
し
て
い
た
義
昭
と
京
都
と
の
つ
な
が
り
が
、
こ
こ
に
復
活
し
た
こ

と
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
秀
吉
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秀
吉
に
よ
る
義
昭
帰
洛
へ
の
同
應
以
降
、

さ
な
い
交
渉
を
進
め
て
お
り
、

両
者
は
じ
利
氏
を
介

天
正
十
三
年
五
月
に
は
、
秀
青
が
義
附
へ
馬
を
贈
ら
れ
た
返
礼
と
し
て
、
義
昭
か
ら
帷
子
や
鞍
な
ど
が
贈

ら
れ
る
と
と
も
に
、
卜
洛
へ
の
馳
走
を
再
度
頼
ん
だ
義
昭
内
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
は
聖
護
院
道
澄
も
義
昭
へ
と
閃

「
公
儀
」
の
「
御
内
害
」
と
は
何
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
か
。
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{
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【
史
料
八
】
（
火

lr+-＿
企
＇
）
十
二
月

liム
日
付
聖
護
院
道
澄
書
状

将
又
上
口
野
火
打
一
遣
レ
之
候
、
鉄
放
之
可
レ
為
一
用
意
候
牧
、

遥
久
閣
筆
疎
遠
之
至
候
、
去
夏

公
儀
へ
御
案
内
申
入
之
間
、
以
書
状
雖
レ
申
芸
州
、
為
御
使
卜
向
故
不
一
相
達
由
候
、
遠

路

□労
之
段
、
推
贔
印
候
、
乍
レ
去
仕
合
無
比
類
一
之
由
、
無
其
隠
之
間
珍
重
候
、
将
又
去
秋
令
人
峯
之
条
祈
念
之
札
守
井
乍

些
少
此
一
端
遣
レ
之
候
、
誠
表
空
書
一
計
候
、
先
年
在
国
之
刻
、
懇
意
之
俵
共
、
卿
以
不
レ
令
忘
却
候
へ
共
、
遠
路
故
旬
々
背

1

本
應
候
、
今
度
大
地
震
故
、
於

禁
中
御
析
祷
之
儀
被
仰
出
候
側
、
以
外
取
乱
不
五
胆
委
細
候
、
か
し
こ
、

8
l
 

本
状
は
、
道
澄
の
入
峯
と
大
地
震
と
の
記
迩
か
ら
、
天
正
十
三
年
に
比
定
で
ぎ
る
。
こ
こ
で
、

や
は
り
夏
頃
に
道
澄
か
ら
も
義
昭
へ
音

信
が
送
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
元
政
へ
の
音
信
は
長
期
間
を
経
て
の
よ
う
で
、
道
澄
が
安
芸
国
に
在
国
し
て
い
た
元
亀
一
―

年
二
九
七
一
）
か
ら
天
止
ム
ご
年
時
の
旧
交
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
犬
正
十
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
京
都
方
面
か
ら
義
昭

へ
の
行
信
が
行
わ
れ
て
お
り
、
秀
吉
に
よ
る
九
州
へ
の
交
渉
の
一
手
段
と
し
て
義
昭
に
何
ら
か
の
働
ぎ
か
け
が
あ
っ
た
可
能
性
は
想
定
で

ぎ
よ
う
。

さ
て
、
語
を
柳
澤
元
政
へ
戻
す
が
、
こ
の
も
う
一
方
の
「

t
使
」
柳
澤
几
政
は
、
毛
利
家
使
僧
五
戒
坊
と
下
向
し
て
く
る
と
と
も
に
、

ト
意
と
し
て
島
津
氏
に
対
し
て
輝
元
と
協
力
し
大
友
氏
を
攻
め
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
は
、
天
正
十
二
年
七
月
頃

に
は
大
友
氏
と
好
誼
を
通
じ
て
い
た
秀
吉
側
の
意
向
と
は
反
す
る
も
の
と
息
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
義
昭
と
輝
元
は
、
こ
の
段
階
で
島
津
氏
に
大
友
攻
め
へ
の
協
力
を
吸
請
し
た
の
か
。
天
正
十
二
年
九
月
時
点
で
秀
古
が
小

牧
•
長
久
手
の
戦
い
の
最
中
で
あ
り
、

極
月
五

ll

（
化
押

如
ば
げ
几
政
）

柳
新
右

い
ま
だ
秀
吉
の
権
力
が
盤
石
と
は
い
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、
毛
利
氏
は
秀
吉
へ
の
従
属
を
強
め

一
笑
／
＼
、
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四

こ
こ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
義
昭
の
政
治
的
存
在
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
犬
正
十
年
以
降
、
義
昭
は
情
勢
を
左
右
す

に
看
取
で
ぎ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
毛
利
氏
は
お
ろ
か
国
衆
へ
も
軍
事
動
貝
を
命
令
で
き
る
よ
う
な
政
治
的
立
場
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
将

軍
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
観
念
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九
州
出
兵
と
義
昭
ー
最
後
の
大
名
間
和
平
調
停
—

[86} 

天
正
十
：
＾
一
年
二
五
八
五
）
十
月
、
関
白
秀
吉
は
勅
定
に
よ
る
と
し
て
、
島
沖
氏
に
対
し
て
大
友
氏
と
の
停
戦
を
命
じ
る
。
こ
の
停
戦

命
令
は
大
友
氏
や
毛
利
氏
に
対
し
て
も
出
さ
れ
、
翌
年
正
月
に
は
毛
利
輝
元
は
島
津
義
久
へ
停
戦
命
令
を
受
諾
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い

る
。
輝
元
は
こ
の
書
状
の
中
で
島
津
氏
と
京
都
（
秀
吉
）
と
の
交
渉
の
仲
介
に
立
つ
こ
と
も
伝
え
て
お
り
、
悧
年
九
月
頃
の
外
交
方
針
な

ど
は
撤
同
し
秀
吉
の
方
針
に
従
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
島
津
氏
は
こ
れ
を
受
け
人
れ
る
こ
と
な
く
、

の
侵
攻
を
開
始
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
秀
吉
も
九
州
へ
の
出
兵
を
決
定
し
、
詞
年
十
月
に
は
毛
利
勢
が
九
州
に
上
陸
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
犬
正
十
一
↓
年
十
一
月
、
輝
元
は
柳
澤
元
政
に
対
し
て
以
卜
の
内
状
を
発
給
し
て
い
る
。

【
史
料
九
】
（
犬
正
十

1

・
一
年
）
ト
一
月
十
日
付
毛
利
騨
冗
書
状

る
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

る
存
在
、

の
あ
る
。

つ
つ
も
、
九
州
諸
大
名
と
の
連
携
を
取
る
と
い
う
一
一
面
外
交
を
展
開
し
て
い
た

C

す
な
わ
ち
、
大
友
攻
め
の
命
令
は
、
毛
利
氏
の
意
向
が

強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
従
来
と
違
い
、
毛
利
輝
几
内
状
が
先
に
発
給
さ
れ
、
上
使
が
派
遣
さ
れ
た

つ
ま
り
（
毛
利
氏
と
い
う
）
軍
事
力
を
有
す
る
一
勢
力
と
は
い
い
が
た
く
、
ま
た
毛
利
家
の
政
治
方
針
に
強
制
力
を
発
揮
で
ぎ

一
方
で
、
毛
利
氏
に
と
っ
て
大
名
間
交
渉
に
お
け
る
手
札
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、

1
時

天
正
十
四
年
六
月
に
人
友
領
へ
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急
度
令
レ
申
候
、
去
年
薩
州
御
下
向
之
以
酋
尾
、
他
州
半
之
俄
被
レ
及
鉾
楯
、
大
友
家
之
事
可
レ
被
相
果
林
之
由
候
、
依
レ
絃

豊
筑
一
味
中
入
魂
之
条
、

一
勢
差
下
候
、
然
時
者
薩
州
此
方
了
合
之
俄
肝
要
二
相
随
候
、
此
分
日
、
至
一
薩
州

m中
談
度
候
条
、
御
方

之
事
、
誠
寒
天
遠
国
、
以
芦
方
御
辛
労
無
一
巾
叶
候
へ
共
、
御
卜
向
候
て

PIレ
給
候
、
以
来
之
儀
、
豊
筑
依
模
様
不
レ
謂
月
迫
、

自
身
可
出
張
迄
候
、
以
右
之
趣
、
早
速
御
分
別

Ufレ
為
祝
杓
候
、
書
状
LJ
上
之
俄
者
不
レ
及
一
直
談
候
、
追
々
差
下
申
為
御

柳
澤
新
行
衛
門
尉
殿
進
之
候

柳
澤
元
政
の
薩
摩
国
卜
向
に
よ
り
大
友
氏
討
伐
が
決
定
さ
れ
、
毛
利
氏
も
軍
勢
を
派
遣
す
る
と
し
て
、
そ
の
場
合
島
津
氏
と
の
協
力
が

必
要
で
あ
る
と
し
て
、
再
度
の
薩
摩
日
下
向
を
柳
澤
に
求
め
た
内
容
と
な
る
。

本
状
の
年
次
比
定
で
あ
る
が
、
柳
澤
元
政
が
薩
摩
国
に
下
向
し
た
の
は
、
出
発
が
大
正
十
一
一
年
九
月
頃
、
備
後
国
へ
の
帰
着
が
天
正
十

二
年
五
月
末
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
去
年
」
が
十
二
年
を
指
す
の
か
、
十
三
年
を
指
す
の
か
は
判
断
に
迷
う
。
し
か
し
、
本

状
で
は
「
自
身
可
出
張
」
と
出
陣
前
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
輝
元
は
天
正
十
四
年
十
月
に
は
九
州
に
上
陸
し
て
い
る
の
で
、
本
状
は
十

さ
て
、
本
状
を
天
正
十
一
こ
午
の
も
の
と
す
る
と
、
こ
の
立
口
状
は
秀
吉
の
九
州
停
戦
命
令
の
後
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
秀
吉
の
停

戦
命
令
以
降
、
毛
利
・
大
友
間
は
融
和
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
毛
利
氏
は
島
津
氏
と
の
協
力
に
よ
る
大
友
攻
め

を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
状
の
発
給
の
時
期
が
、
停
戦
命
令
の
到
着
の
前
後
ど
ち
ら
に
当
た
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ

こ
で
は
こ
の
輝
元
の
書
状
を
受
け
て
、
義
昭
が
島
津
氏
に
対
し
、
毛
利
氏
が
豊
前
に
出
兵
し
た
際
に
は
協
力
す
る
よ
う
求
め
た
こ
と
を
問

題
と
し
た
い
。
こ
の
御
内
書
は
犬
正
十
三
年
十
一
月
十
八
日
付
で
発
給
さ
れ
、
島
津
義
弘
ヘ

三
年
に
比
定
で
き
よ
う
。

-

1

 i
一
月

t
日

右
馬
頭
輝
元
（
花
押
）

分
別
侯
、
猶
任
1

口
上
候
、
恐
々
謹
言

「
義
」
字
を
偏
誰
と
し
て
与
え
た
御
内
書
も
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也、

二

月

廿

六

日

（

花

押

）

｛
義
弘
）

鴫
津
兵
庫
頭
と
の
ヘ

同
時
に
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
義
附
は
こ
の
段
階
で
、

t
利
氏
の
意
向
に
沿
っ
た
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
大

友
氏
を
援
助
す
る
方
針
を
示
し
て
い
た
曲
豆
忙
政
権
の
怠
向
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

3

つ
ま
り
、
義
附
は
政
治
情
勢
を
正
確
に
把
捏
す

豊
臣
方
に
よ
る
九
州
出
兵
が
開
始
す
る
と
、
毛
利
氏
は
島
津
氏
を
攻
め
る
側
に
立
っ
て
い
た

C

そ
し
て
、
戦
争
が
本
格
化
す
る
な
か
で
、

天
正
十
四
年
十
一
．
月
に
義
昭
は
秀
古
と
島
津
氏
の
戦
争
が
「
無
心
元
」
と
し
て
、
和
睦
の
仲
裁
に
立
つ
と
島
津
義
久
ら
に
対
し
て
御
内
書

を
発
給
す
る
。
こ
の
「
無
心
．
JC
」
は
自
身
が
島
津
氏
に
対
し
て
大
友
攻
め
を
要
講
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
の
文
言
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
天
正
十
四
年
段
階
に
ぷ
七
り
、
義
昭
に
よ
る
和
平
調
停
の
名

H
は
、
以
前
か
ら
の
も
の
と
は
全
く
の
別
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
義
附
か
ら
の
巾
し
出
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
は
島
津
義
弘
で
、
義
昭
は
料

K
I
E
十
九
年
一
＾
月
一
＾
十
六
日
付
で
義
弘
宛
に
以
下
の

御
内
書
を
発
給
す
る

L
)

【
史
料
十
】
（
犬
正
十
五
年
）
二
月
＝
―
十
六

H
付
足
利
義
昭
御
内
翡

和
平
儀
申
遣
処
、
言
上
之
趣
、
尤
以
神
妙
、
就
レ
其
秀
長
存
分
之
通
、
委
細
巾
含
昭
秀
指
下
之
＼
入
眼
肝
要
、
猶
昭
光

nf
レ
巾
候

本
状
に
お
い
て
注
日
す
べ
き
は
、
「
秀
長
什
分
之
通
、
委
細
巾
含
昭
秀
指
ド
之
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
義
附
は
曲
豆
忙
秀
長
の
仔
分
を
承

知
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
島
津
氏
に
取
り
次
い
で
い
る
，
し
こ
こ
に
政
権
と
義
昭
が
通
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
，
し

さ
ら
に
、
三
月
に
な
る
と
薩
摩
に
ド
向
し
て
い
た
一
色
昭
秀
が
木
食
上
人
や
安
国
む
恵
覆
と
と
も
に
、
島
津
氏
に
対
し
て
和
平
勧
告
を

行
っ
て
お
り
、
そ
の
行
動
は
翌
臣
政
権
の
一
交
渉
経
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
義
附
自
身
も
て
月
十

る
こ
と
な
く
、
御
内
書
を
発
給
し
て
い
た
の
で
あ
る

3
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さ
ら
に
、
天
正
|
年
六
月
以
降
、
最
人
の
敵
で
あ
っ
た
織
田
信
長
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
義
昭
は
急
速
に
そ
の
政
治
的
立
場
を
弱

天
正
十
年
以
降
は
発
給
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
義
昭
の
政
治
的
什
在
紅
義
は
、

八
止
卜
：
二
年
以
降
に
お
い
て
は
、
毛
利
氏
の
対
島
津
氏
用
の
交
渉
に
お
け
る
一
手
札
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
以
都
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
時
の
中
央
権
力
の
怠
に
反
す
る
御
内
書
を
発
給
し
て
い
る

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
、
数
臣
政
権
に
よ
る
九
州
出
兵
が
始
ま
る
と
、
政
権
下
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
ド
で
交
渉
窓
口
の
一
っ
と

な
る
の
で
あ
る

C

本
稿
で
は
天
正
四
年
以
降
の
足
利
義
昭
の
動
向
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
権
力
行
使
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
政
治
的
な
存
在
意

天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
、
義
昭
は
鞘
の
浦
に
移
り
毛
利
氏
の
庇
護
ド
に
人
る
こ
と
で
、
毛
利
と
い
う
強
力
な
軍
事
力
を
手
に
入
れ
た

が
、
そ
の
権
力
行
使
に
制
限
か
か
け
ら
れ
て
い
た
e

対
人
名
交
渉
と
い
う
点
で
は
、
将
軍
と
い
う
立
場
上
持
ち
得
た
幅
広
い
交
渉
経
路
を

有
し
、
そ
こ
に
毛
利
輝
―
JL
の
副
状
が
付
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
そ
の
命
令
が
効
力
を
持
つ
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
内
実
は
毛

利
輝
元
が
主
導
す
る
も
の
の
補
助
的
権
能
に
過
ぎ
ず
、
将
軍
独
自
の
権
力
の
行
使
と
は
い
か
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
毛
利
氏
に
属

す
る
匡
衆
に
対
し
て
虹
接
御
内
書
を
発
給
で
き
る
の
は
限
ら
れ
た
場
血
の
み
と
な
り
、
毛
利
氏
の
家
中
統
制
に
利
用
さ
れ
る
も
の
の
、
国

衆
に
対
し
直
接
義
昭
が
命
令
を
ド
す
と
い
う
こ
と
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
輝
元
を
介
し
た
軍
事
動
員
を
命
じ
る
御
内
書
も
、

3
い

―
一
日
に
は
備
後
国
赤
坂
ま
で
出
向
き
秀
古
に
参
礼
し
て
い
る
し
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し
て
の
伝
統
的
権
威
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る

C

め
て
い
く
。
と
く
に
毛
利
氏
と
の
間
に
生
じ
た
間
隙
は
、
義
附
か
ら
時
の
伯
勢
を
左
石
す
る
力
を
失
わ
せ
、
毛
利
氏
に
と
っ
て
の
外
交
手

札
と
し
て
、
言
う
な
れ
ば
観
念
的
な
存
在
と
し
て
の
み
政
治
的
な
什
在
意
義
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

天
正
期
に
お
け
る
義
昭
は
、
様
々
な
面
で
将
軍
権
力
へ
の
制
限
を
か
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
義
昭
の
政
治
的
立
場
を
み
る
と
、

犬
正

l
：
こ
年
に
九
州
へ
の
停
戦
命
令
を
出
し
た
豊
臣
政
権
に
と
っ
て
、
義
昭
が

凌
駕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

信
長
の
よ
う
に
中
央
政
権
と
し
て
未
熟
で
あ
っ
た
段
階
で
は
、
将
軍
は
柑
対
的
に
そ
の
政
治
的
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
が
、
中
央
政

権
の
成
熟
と
と
も
に
、
将
軍
権
威
は
そ
の
限
界
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た

C

戦
国
末
期
に
お
け
る
足
利
将
軍
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
と
考
え
た
と
き
、

火
正
年
間
以
降
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
対
大
名
な

ど
へ
の
強
制
カ
・
影
響
力
を
打
し
た
存
在
で
は
な
く
、
足
利
将
軍
家
が
連
綿
と
続
い
て
き
た
こ
と
に
よ
り
得
て
い
た
、
社
会
的
な
観
念
と
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主――
―
-11 (

l
)

奥
野
高
広
『
足
利
義
町
』
（
占
川
弘
文
館
、
一
九
六

0
年）。

(
2
)

藤
田
逹
牛
「
「
納
幕
府
」
論
」
（
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
―
一
六
八
・

二
六
九
‘
―

1
0

I
 

0
年）。

(
3
)

山
田
康
弘
『
戦
国
時
代
の
足
利
将
軍
』
（
古
川
弘
文
館
、
二

0
-

一
年
）
。

(
4
)

拙
稿
「
足
利
義
昭
の
栄
典
・
諸
免
許
の
授
与
」
（
『
国
史
学
』
ニ

―
―
‘
―

1
0
一
三
年
）
。

(
5
)

木
ド
昌
規
「
靭
動
座
後
の
将
軍
足
利
義
昭
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ

っ
て
」
（
同
『
戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
』
岩
田
書
院
、
―

1
0

一
四
年
）
。

(
6
)

佐
藤
博
椙
「
足
利
晴
氏
・
義
氏
と
そ
の
時
代
ー
後
北
条
氏
と
の

関
係
を
中
心
に
ー
」
（
同
『
古
河
公
方
足
利
氏
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

一
九
八
九
年
）
。

(
7
)

尾
ド
成
敏
「
九
州
停
戦
命
令
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
ー
豊
臣
「
惣

無
事
令
」
の
再
検
討
ー
」
（
『
史
林
』
九
三
、
―

1
0

I
 

0
年）。

(
8
)

戸
谷
穂
高
「
豊
臣
政
権
の
取
次
ー
天
正
年
間
対
西
国
政
策
を
対

象
と
し
て
ー
」
（
『
戦
国
史
研
究
』
四
九
、
一

1
0
0
五
年
）
、
中
野
等

「
豊
臣
政
権
論
」
（
『
岩
波
講
座

1
本
歴
史
』
近
世
一
、

・
1
0
一
四

年）。

(
9
)

『
古
川
家
文
書
一
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
所
収
）
八
一
一
。
『
小

旱
川
家
文
書
一
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
所
収
）
―
-
五
八
。
）
束
以
大

学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
柳
澤
文
書
四
」

1̀0)

『大

H
本
史
料
第
一

0
編
之
一
じ
』
天
止
元
年
八
月
一
日
条

所
収
「
乃
美
文
書
」
。

(11)

『
t
利
家
文
書
一
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
所
収
）
三
三
一
。

ら

12)

『
大
日
本
史
料
第
一
〇
糧
之
一
八
』
天
正
元
年
十
一
月
五
日

条
所
収
「
別
本
士
林
証
文
」
。

(13)

『
吉
川
家
文
書
一
』
六
一

0
。

(14)

ほ
か
に
は
安
国
寺
恵
瑣
ら
へ
の
御
内
書
発
給
が
確
認
で
き
る

（
『
小
吊
川
家
文
書
一
』
―
一
四
九
。
『
吉
川
家
文
書
一
』
四
八
九
。

『
熊
谷
家
文
書
』
〈
『
大
日
本
占
文
書
』
所
収
〉
一
五
五
。
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
菊
池
菊
一
郎
氏
所
蔵
文
書
」
三
丁
）
。

(15)

「
広
島
県
史
古
代
・
中
世
資
料
編
五
』
所
収
「
福
原
文
害
」
四

四。)

(16)

『
吉
川
家
文
書
一
』
七
四
。

(17)

『
毛
利
家
文
書
一
』
―
―
・
三
四
。

(18)

『
平
賀
家
文
書
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
所
収
）
ニ
ニ
。
『
山
内
首

藤
文
書
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
所
収
）
二
四
八
・
ニ
四
九
・
一
ご
〇
九
。

『
熊
谷
家
文
書
』
一
五
六
・
一
六
八
・
一
六
九
。
『
広
島
県
史
古
代

中
世
資
料
絹
五
』
所
収
「
犬
野

t
利
家
文
書
」
九
〇
。
『
萩
藩
閥
閲
録

―
―
-
』
（
山
口
県
文
内
館
）
巻
一
―
―
―
|
-
―
一
・
周
布
吉
兵
衛
―

10:11
。

(19)

『
熊
谷
家
文
書
』
一
六
九
。

(20)

『
山
内
家
文
書
』
一
一
四
八
．
―
―

1
0
九。

一
八
＼
―
-
八

T°
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•
一
―
―I
O
I―
「t
杉
家
文

「
古
今
消
息
集
」
•
四0

(21)

『
山
内
首
藤
家
文
書
』
―
一
四
九
。

(22)

『
t
越
市
史
別
編
一
』
―
―
―

1
0
1

書
」
。
『
戦
国
遺
文
武
田
氏
絹
』
四

0
八
一

八
―
-
「
三
浦
周
行
氏
所
蔵
文
書
」
な
ど
。

(
2
3
)『
上
越
市
史
別
編
一
』
一
：

•
O
-
「
卜
杉
家
文
上
口
」
。

(24)

『
山
口
県
史
史
料
編
中
世
：
一
』
所
収
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
右

田
毛
利
家
文
書
」
一
九
五
。

(25)

栄
典
授
与
に
際
し
て
も
、
輝
元
が
仲
介
す
る
事
例
が
散
見
さ
れ

る
（
拙
稿
前
掲
註

(
4
)
論
文
）
。

(26)

足
利
義
輝
御
内
書
を
一
度

t
利
冗
就
が
受
け
取
り
、
元
就
が
書

状
を
付
し
、
各
国
衆
へ
与
え
る
と
い
う
伝
逹
経
路
で
あ
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
領
日
の
支
配
構

造
」
〈
『
史
学
研
究
』
一
六
し
、
一
九
八
五
年
〉
。
今
岡
典
和
「
戦
国
期

の
地
域
権
力
と
官
途
ー
毛
利
氏
を
素
材
と
し
て
ー
」
〈
上
横
手
雅
敬

監
修
『
古
代
・
中
枇
の
政
治
と
文
化
』
息
文
閣
出
版
、
一
九
九
四

年〉）
C

）

(27)

『
上
井
党
兼
日
記
』
（
『
大
日
本
古
品
録
』
所
収
）

KIE1
一
年
閏
ト

一
月
八
日
条
。
後
述
。

(28)

こ
の
義
昭
の
納
の
浦
動
附
を
め
ぐ
る
、
大
名
権
力
に
と
っ
て
の

利
・
・
小
利
に
つ
い
て
は
、
山
本
浩
樹
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
山
本
浩

樹
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
戦
争
」
〈
『
織
豊
期
研
究
』
一
．
‘
―

1
0
0
0

年〉）。

(29)

伊
集
守
逍
「
天
正
期
島
津
氏
の
領
同
拡
大
と
足
利
義
附
の
関

係
」
（
『
九
州
史
学
』
一
五
し
、
二

0
1
0
年
）
。
丸
島
和
洋

□瓜
田
・

E
利
同
盟
の
成
立
過
程
と
足
利
義
昭
の
「
甲
相
越
一
一
＾
和
」
調
停
ー
す

れ
違
う
使
者
と
胄
状
群
ー
」
（
『
武
田
氏
研
究
』
五
―
―
一
、

'
1
0
一
六

年）。

(30)

た
と
え
ば
、
（
天
正
四
年
）
八
月
十
．
―
-
日
付
じ
杉
謙
信
宛
足
利
義

附
御
内
書
に
は
“
幻
輝
元
・
隆
景
可
申
候
也
」
と
あ
り
(
『

t
杉
家
文

且
口
：
ム
』
〈
『
大

11
本
占
文
書
』
所
収
〉
―
―
―

10)
、
か
つ
詞
日
付
て

一
色
昭
秀
・
真
木
島
附
光
連
署
状
も
発
給
さ
れ
て
い
る
(
『
L
杉
家
文

-
-
』
六
五

O
)
＇

「
島
津
家
文
書

『
島
津
家
文
書

『
大
分
県
史
料

書l
)
 

(
3
 

2
)
 

(
3
 

3
)
 

(
3
 

ー、い
｝
 

四
」
二
九

：1
』
-
四
二

．．． 

-
』
九
六
・
九
七
。

二
六
』
所
収
「
大
友
家
文
書
」
四
一
一
．
五
＼
四
：
、
•

(34)

東
京
大
学
史
料
紺
蘇
所
架
蔵
影
万
本
「
柳
澤
文
書

丁
）
『
小
早
川
家
文
内
一
』
•
-
L
o
°

(35)

『
手
鑑
万
代
帖
』
（
古
筆
学
研
究
所
、

．．
 

0
0
一
年
）
：
叫
[

O

(36)

輿
野
高
広
『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
上
』
―

.
0
几
「
成

賢
党
文
庫
浙
蔵
文
得
」

2

(3737)
堀
新
「
い
長
公
1

叫
と
そ
の
時
代
」
（
堀
新
編
『
信
長
公
記
を
読

む
』
青
川
弘
文
館
、
1
•
O
O九
年
）
°
近
年
、
こ
の
「
条
書
」
に
つ
い

て
、
権
力
の
制
限
は
限
定
的
で
あ
っ
た
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
強
制
力
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よ
る
0

と
い
う
点
で
消
極
的
な
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
（
金
子
拓
『
織
田
信

長
〈
天
下
人
〉
の
実
像
』
溝
談
社
現
代
新
書
、

'
1
0
一
四
年

C

神
田

千
車
『
織
田
信
長
』
ち
く
ま
新
書
、
―

1
0
一
四
年
）
。

(38)

む
し
ろ
、
「
五
ヶ
条
の
条
害
」
発
給
（
元
亀
元
年
圧
月
）
以
後
、

義
昭
御
内
書
か
ら
「
猶
倍
長
可
申
候
也
」
と
い
っ
た
文
＿
―
：
1

は
み
ら
れ

な
く
な
る
。

(39)

詳
し
く
は
拙
稿
前
掲
‘
n
l
(
4
)
盆
文
を
参
照
。

(40)

こ
の
二
者
の
他
に
は
、
同
司
几
武
宛
が
確
認
で
き
る
（
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
偲
蔵
影
与
本
「
国
司
文
書
」
一

O・

―
一
丁
）
（
)

(41)

『
山
口
県
史
史
料
編
中
懺
三
』
所
収
「
右
田
毛
利
家
文
内
」
一

五
一
。

(42)

『
吉
川
家
文
書
一
』
じ
九
。
『
小
早
川
家
文
書
―

q

』
所
収
「
中

島
寛
一
郎
所
蔵
文
書
」
。
『
平
賀
家
文
苔
』
一
＾
四
。
『
益
田
家
文
書

二
』
三
六
九
。
『
兵
庫
県
史
史
料
編
中
枇
九
』
所
収
「
草
刈
家
証

文
」
四
。
『
山
口
県
史
史
料
編
中
世
一
こ
』
所
収
「
い
田
毛
利
家
文

書
」
一
五
八
。
『
萩
藩
閥
閲
録
三
』
巻
一
―
―
-
|
-
1
一
固
布
古
兵
術
、

=101
―°
 

(43)

こ
の
将
軍
直
臣
の
国
衆
へ
の
「
預
附
」
に
つ
い
て
は
、
木
下
氏

に
よ
り
、
天
正
八
年
か
ら

1
卜
：
・
-
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
木
ド
前
掲
註

(
5
)
論
文
）
。
以

F
、
特
に
断
ら
な

い
限
り
、
こ
の
件
に
関
す
る
文
書
の
年
次
比
定
な
ど
は
木
下
論
文
に

(54)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
占
文
書
慕
」

(44)

『
毛
利
家
文
書
一
』
三
一
□
五。

(45)

た
と
え
ば
、
水
、
E
長
門
守
の
尋
磁
直
」
に
関
す
る
天
野
元
政
宛

貞
木
島
昭
光
書
状
に
は
、
「
中
同
諸
侯
衆
中
江
壱
人
充
被
預
置
度
由
、

対
輝
元
・
陸
景
被
仰
出
候
所
、
尤
無
余
儀
旨
被
及
御
請
候
」
と
あ
る

（
『
山
口
県
史
史
料
綱
中
世
―
―
-
』
所
収
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
右
田

毛
利
家
文
書
」
一
四
四
）
。

(46)

『
平
賀
家
文
書
』
一
四
九
。
「
山
内
首
藤
文
書
』
＝
了
ハ
一
、
二
六

ニ
。
『
益
田
家
文
書
：
一
』
七
四
四
。
『
萩
藩
閥
閲
録
一
』
巻
六
毛

利
伊
勢
、
一
ム

-

4

(

『111
口
県
史
史
料
編
中
世
―
―
-
』
所
収
山
口
県
文
書

館
所
蔵
一
右
田
毛
利
家
文
書
」
一
四
四
・
一
四
五
・
一
四
六
。

(47)

前
掲
註

(
4
)
拙
稿
。

(48)

対
大
名
宛
と
同
様
に
、
国
衆
に
宛
て
た
御
内
者
も
そ
の
発
給
数

は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

(49)

『
t
利
家
文
上
日
：

q

』

/
0
-
四。

(50)

『
上
越
市
史
別
組
一
一
』
二
六

0
五
工
バ
山
光
一
氏
所
蔵
文
書
」
。

L
条
宜
順
宛
は
『
上
越
市
史
別
編
二
』
―
一
六

0
四
「
斎
藤
秀
平
氏

旧
蔵
文
書
」
。

(51)

『
吉
川
家
文
書
二
』
一
四
し
一
。

(52)

『
手
鑑
万
代
帖
』
五

0
。

(53)

『
山
口
県
史
史
料
紺
中
但
二
』
所
収
「
徳
山
毛
利
家
文
書
」
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0
丁
。
『
新
修
福
岡
市
史

L
o
 

二
ナ

(55)

『
吉
川
家
文
書
一
』
じ
八
。

(56)

『
毛
利
家
文
書
一
』
一
孟
四
ヒ
。

(57)

『
毛
利
家
文
書
一
』
三
四
九
。

(58)

義
昭
の
和
平
調
停
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

(59)

『
島
津
家
文
書
一
』
九
ニ
ー
九
七
。

(60)

山

1
研
一
「
織
豊
期
烏
津
氏
の
権
力
構
造
」
（
『
史
友
』
ー
し
、

一
九
八
五
年
）
。

(61)

こ
の
山
口
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
国
衆
と
の
間
に
一
線
を
圃
す

ほ
ど
の
効
力
を
守
護
職
に
求
め
て
い
た
か
と
う
か
は
、
な
お
憤
重
な

検
討
が
必
要
で
あ
る
と
の
伊
集
守
道
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
伊
集
前
掲

註
〈

29
〉
論
文
）
。

(62)

伊
集
前
掲
註

(29)
論
文
。

(63)

『
公
輝
補
任
』
（
『
国
史
大
系
』
所
収
）
尺
正
三
年
条
ほ
か
。

(64)

『
島
津
家
文
書
』
九
八
・
九
九

・
1
0
0
・

一
四
二
九
。
『
鹿
児

島
県
史
料
旧
記
雑
録
後
編
一
』
（
以
下
、
『

lri
心
雑
録
』
）
―

!
O

四
．
―
二

0
六
．
―
二
八
二
．
―
二
八
三
。

(65)

黒
嶋
敏
「
織
田
信
長
と
島
津
義
久
」
（
「
日
本
歴
史
』
し
四
一
、

二
0
1
0
年）

0
・

(66)

『
島
津
家
文
書
一
』
九

0
。

(67)

『
新
修
福
岡
市
史
資
料
編
中
世
一
』
所
収
「
黒
田
家
文
書
」
一
―

資
料
編
中
世
一
』
所
収
「
黒
川
家
文
内
」

(68)

庫
JC
は
「
以
芸
和
平
」
の
「
御
礼
」
た
め
、
小
早
川
秀
包
と
告

川
広
家
を
卜
洛
さ
せ
て
い
る
（
『
大
日
本
史
料
第
一
一
編
之
五
』
天

正
十
一
年
九
月
じ

11
条
所
収
「
金

f
文
苫
」
「
古
川
家
文
書
」
。
）

(69)

秀
吉
が
義
昭
の
帰
洛
に
同
意
し
た
時
期
は
、
先
に
掲
げ
た
（
天

止
ト
一
年
）
二
月
十
四
日
付
毛
利
揮
元
宛
徳
川
家
康
書
状
に
よ
れ

ば
、
火
正
卜
年
中
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
義
昭
は
賤
ヶ
岳
の
戦

い
に
際
し
て
は
、
柴
川
勝
家
に
府
人
れ
し
て
お
り
、
天
正
|
年
六
月

か
ら
天
正
|
―
年
半
ば
に
か
け
て
の
状
況
が
不
明
確
と
な
る
。
記
録

上
で
は
『
上
井
覚
兼
日
記
』
大
止
十
一
．
年
二
月
卜
四

H
条
に
、
島
津

氏
の
も
と
に
義
昭
が
秀
吉
の
馳
走
に
よ
り
出
ー
春
卜
洛
す
る
こ
と
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
天
正
十
一
年
中
と
す
る
。

(70)

『
t
井
此
兼
日
記
』
犬
正
十

1

一
年
二
月
十
四
日
条

3

(71)

『
E
利
家
文
上
[
.
-
．
』
八
―

1

．九。

(72)

『
佐
賀
県
史
料
集
成
：
ー
．
』
所
収
「
龍
造
寺
家
文
書
」
―
一

1

――'.0
 

『
宗
像
大
社
文
書
第
一
巻
』
（
家
像
大
社
文
北
畠
齊
暴
刊
行
委
員
会

編
、
古
川
弘
文
館
）
一
五
几
。
『
上
井
詑
兼

H
記
』
天
J
卜
：
：
年
．

1

月

九
日
条
。

(73)

『
佐
賀
県
史
料
集
成
三
．
』
所
収
「
龍
造
寺
家
文
書
」
一

q

―――°

『
宗
像
大
札
文
書
第
一
巻
』
一
五
八
（
真
木
島
昭
光
副
状
）
。
「
島
津

家
文
書
一
』

•
-
0
-

．

o

1
0
 

九
。
東
京
大
学
史
料
福
葛
所
架
蔵
影
写
本
「
占
文
書
纂
二
」

一

-
0
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(74)

『
上
井
覚
兼
日
記
』
・
大
正
十
三
年
二
月
九
日
条
。

(
7
5
)『
上
井
〗
見
兼
日
記
』
・
大
正
十
三
年
四
月
十
八
日
条
。

(76)

『
t
井
槌
兼
日
記
』
天
止
十
二
年
十
二
月
五
日
条
。

(77)

『
島
津
家
文
書
一
』
二
九
一
：
。
こ
の
近
衛
信
輔
書
状
に
は
「
蔭

涼
軒
下
国
之
川
候
条
、
依
的
便
如
此
候
」
と
あ
り
、
信
輔
は
蔭
涼
軒

に
書
状
を
託
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

(78)

『
t
井
詑
兼
日
記
』
天
正
卜
．
一
年
ト
ニ
月
六
日
条
。

(79)

『
卜
井
謡
兼
日
記
』
天
正
|
．
一
年
七
月
二
十
八
日
条
。

(80)

東
京
大
学
史
料
紺
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
古
文
書
集
九
」
二
十

丁。
(81)

東
扇
大
学
史
料
祖
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
柳
澤
文
書
―
―
-
」
一
こ
し

丁。
(82)

道
澄
の
入
峯
は
し
月
末
に
行
わ
れ
（
『
兼
見
卿
記
』
〈
『
史
料
纂

集
」
所
収
〉
犬
正
|
•
1
・
年
し
月
ニ
ト
五
日
条
ほ
か
）
、
ま
た
同
年
1
-

月
一
了
よ
几

H
に
畿
内
で
地
震
が
起
き
、
道
潜
が
禁
中
に
お
い
て
護
磨

を
行
う
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
（
『
兼
見
卿
記
』
天
正
+
-
―
一
年
十
一
月

ニ
ト
九
日
・
|
．
一
月
四
日
・
九
日
条
は
か
）
。

(
8
3
)『
旧
記
雑
録
後
編
―
.
』
-
―
1
-

—
'
.

0
 

(84)

毛
利
氏
の
秀
古
へ
の
従
属
過
程
は
、
段
階
的
に
進
め
ら
れ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
跡
部
信
「
秀
古
の
人
質
策
ー
家
康
臣
従
過

程
を
再
検
討
す
る
ー
」
〈
藤
田
達
叶
編
『
小
牧
•
長
久
手
の
戦
い
の
構

造
戦
場
論
上
』
岩
田
書
院
、

:
1
0
0
六
年
〉
）
。

(85)

伊
集
守
道
氏
は
、
当
該
期
の
毛
利
氏
の
大
名
間
外
交
を
検
討
し

た
う
え
で
、

t
利
氏
は
秀
吉
と
島
津
氏
と
を
両
天
秤
に
掛
け
て
い
た

と
す
る
（
前
掲
註
〈
29
〉
論
文
）
。
こ
の
見
解
に
は
肯
首
で
き
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
当
該
期
は
ま
だ
大
名
間
の
関
係
が
明
確
に
な
る
こ
と
は
な
く
、

各
々
が
交
渉
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(86)

『
島
津
家
文
書
一
』
三
四
四
。

(87)

『
旧
記
雑
録
附
録
―
』

1
0
四一^
一。

(88)

東
以
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
柳
澤
文
書
六
」
五
四

丁。
(89)

天
正
|
1
;
．
年
五
月
ニ
ト
七
日
付
で
、
輝
元
は
元
政
に
対
し
て
上

使
と
し
て
の
ド
向
を
労
う
と
と
も
に
、
様
子
を
尋
ね
た
書
状
を
発
給

し
て
い
る
（
「
柳
澤
文
書
二
二
十
八

T
)
。

(
9
0
)秀
占
に
よ
る
停
戦
命
令
を
受
け
て
、
輝
元
は
小
早
川
隆
景
•
吉

川
元
長
を
大
坂
へ
派
遣
し
、
両
者
は
天
止
十
三
年
十
二
月
に
秀
吉
に

謁
見
し
て
い
る
（
『
大
日
本
史
料
第
一
一
編
之
二
四
』
天
正
十
三
年

十
一
.
月
-
―
ト
一
日
条
所
収
「
顕
如
卜
人
貝
塚
御
座
所
日
記
」
ほ
か
）
。

同
じ
こ
ろ
、
大
友
氏
に
対
し
て
も
、
毛
利
氏
と
の
間
に
停
戦
を
図
る

よ
う
内
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（
『
大
分
県
史
料
三
―
―
-
』
所
収
「
大

友
家
文
書
録
」
一
九
四
四
）

C

(91)

『
島
津
家
文
書
―
』

I

01'1
。
同
内
容
の
御
内
書
は
、
喜
入
季

久
宛
の
も
の
も
残
る
（
『
旧
記
雑
録
―
-
』
-
―
―
―
―
-
）
。
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(92)

『
島
津
家
文
書
＿
一
』
六
四

0()
こ
れ
ら
の
御
内
書
が
島
津
氏
の

も
と
に
届
い
た
の
は
、
尺

LE十
四
年
八
月
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
(
『

t
片
北
服
日
晶
』
反
正
卜
四
年
八
月
卜
七
日
条
）
。

(
9
3
)義
久
の
他
、
島
津
義
弘
・
伊
集
院
忠
棟
•
島
津
家
久
へ
発
給
さ

れ
て
い
る
（
『
島
津
家
文
韮
F
l
-
』
1
0
四

•
1
0
五
·
1
0
六
。
大

阪
城
天
守
闇
『
秀
古
へ
の
挑
戦
』
所
収
「
島
津
基
之
氏
所
蔵
文
書
」
）
。

(94)

『
島
津
家
文
内
―
』

-
0
じ。

(95)

豊
臣
秀
長
は
尺

IE
ト
．
一
．
年
こ
ろ
よ
り
、
九
州
へ
の
交
渉
経
路
の

―
っ
と
な
っ
て
い
た
（
戸
谷
前
掲
註
〈
8
〉
論
文
）
。

(96)

こ
の
直
前
、
．
一
月
じ
日
に
は
義
昭
の
使
者
が
上
洛
し
、
秀
古
に

太
刀
を
献
上
し
て
い
る
（
『
兼
見
卿
記
』
〈
『
史
料
纂
集
』
所
収
〉
＾
大
正

十
五
年
―
一
月
じ
日
条
）
。

(97)

『
旧
『
叫
雑
録
後
編
一
』
二
四
七
・
ニ
四
九
・
ニ
五
〇

(98)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
九
州
御
動
座
記
』
（
前
田

育
徳
会
尊
経
閤
文
庫
所
蔵
）
「
）


