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は
じ
め
に

十
五
世
紀
後
半
以
降
、
わ
が
国
は
内
乱
状
態
と
な
り
、
各
地
の
戦
国
大
名
が
争
っ
た
。
そ
の
中
に
は
領

土
の
拡
大
を
目
指
し
、
国
境
を
接
す
る
大
名
同
士
の
戦
い
も
あ
っ
た
が
、
家か

督と
く

の
継
承
や
家
の
主
導
権
を

め
ぐ
る
抗
争
も
存
在
し
た
。

戦
国
大
名
は
家
督
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り
、
領
国
を
支
配
し
う
る
権
限
を
得
た
。
通
常
、
当
主
が
亡

く
な
る
と
、
嫡ち

ゃ
く

男な
ん

が
家
督
を
継
承
す
る
。
し
か
し
、
嫡
男
が
病
弱
だ
っ
た
り
、
支
配
者
と
し
て
の
才
覚
に

欠
け
て
い
た
り
す
る
と
、
家
督
を
継
げ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
場
合
は
、
次
男
以
下
の
男
子
が

家
督
を
継
ぐ
の
だ
が
、
と
き
に
兄
弟
や
一
族
で
家
督
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

ほ
か
に
も
抗
争
に
至
る
ケ
ー
ス
は
あ
る
。
当
主
の
没
後
、
家
督
を
継
承
し
た
男
子
が
幼
い
場
合
は
、
有

力
な
家
臣
が
支
え
た
。
し
か
し
、
本
来
、
幼
君
を
支
え
る
は
ず
の
家
臣
が
野
心
を
抱
き
、
謀む

反ほ
ん

を
起
こ
す

こ
と
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
幼
君
で
な
く
て
も
、
当
主
が
無
能
な
場
合
、
家
臣
が
家
を
乗
っ
取
る
べ
く

謀
反
を
起
こ
す
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
な
い
。
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ほ
か
に
も
類
例
を
挙
げ
る
と
キ
リ
が
な
い
が
、
大
名
は
他
国
の
大
名
と
戦
う
だ
け
で
は
な
く
、
家
中
に

敵
が
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
。
先
に
幼
君
の
例
を
挙
げ
た
が
、
ほ
か
に
も
親
子
間
、
兄
弟
間
、
大
名
当

主
と
家
臣
間
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
豊
富
で
あ
る
。
い
か
に
戦
国
大
名
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
そ
の
地

位
は
安
泰
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
御お

家い
え

騒そ
う

動ど
う

﹂、﹁
下げ

剋こ
く

上じ
ょ
う﹂

と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、

﹁
御
家
騒
動
﹂、﹁
下
剋
上
﹂
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
が
負
け
た
側
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
負
け
た
の

は
、
そ
の
人
物
が
無
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
問
題
と
な
る
行
動
が
多
か
っ
た
の
で
、
家
臣
ら
か
ら

見
放
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
な
ど
の
理
由
付
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
理
由
の
多
く
は
、
信
頼
度
の
落
ち
る
二
次
史
料
に
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
勝
者
が
親
、
兄

弟
、
主
君
を
討
っ
た
理
由
を
正
当
化
す
べ
く
、
敗
者
を
貶お

と
しめ

る
言
説
を
広
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
改
め
て

彼
ら
が
抗
争
を
繰
り
広
げ
た
理
由
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
家
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
う
単

純
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
重
要
な
の
は
、
戦
国
大
名
権
力
の
問
題
で
あ
る
。
戦
国
大
名
と
言
え
ば
、
家
臣
や
領
民
を
絶
対

的
な
権
力
で
従
わ
せ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。

戦
国
大
名
権
力
は
、
当
主
の
一
族
や
家
臣
の
支
持
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
た
。
戦
国
大
名
当
主
が
一
族
や
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家
臣
に
と
っ
て
、
利
益
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
れ
ば
問
題
な
か
っ
た
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
存
在
意
義
や

価
値
が
な
か
っ
た
。

戦
国
大
名
当
主
が
﹁
無
能
﹂
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
当
主
の
一
族
や
家
臣
は
謀
反
を
起
こ
し
、
自
ら
が

当
主
の
座
に
就
く
か
、
新
し
い
当
主
を
擁
立
し
た
。
詳
細
は
本
文
に
譲
る
が
、
そ
れ
が
血
を
分
け
た
親
子

や
兄
弟
で
あ
っ
て
も
、
激
し
い
抗
争
を
繰
り
広
げ
た
。
家
中
抗
争
の
結
果
、
勝
者
は
敗
者
を
徹
底
し
て
粛

清
し
、
家
中
の
引
き
締
め
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
信
頼
で
き
る
史
料
や
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
な
ぜ
親
子
、
兄
弟
、
当
主
と
家
臣
間
な
ど
で
権
力

争
い
が
生
じ
た
の
か
、
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
史
料
の
現
代
語
は
、
著
者
に
よ
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
あ
げ
て
お
く
。
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妻
を
娶め

と

ら
な
か
っ
た
大
名

わ
が
国
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
男
子
は
早
い
年
齢
（
十
五
・
十
六
歳
）
で
結
婚
し
、
後
継
者
を
残
す
こ

と
が
大
き
な
責
務
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
武
家
だ
け
で
な
く
公く

家げ

も
同
じ
こ
と
で
、
正
室
だ
け
で
な
く
側
室

を
迎
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
結
婚
し
て
正
室
を
娶
り
、
さ
ら
に
側
室
を
多
数
迎
え
た

と
し
て
も
、
必
ず
後
継
者
た
る
男
子
が
誕
生
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
は
、
養
子
を
迎
え
て

後
継
者
に
据
え
る
の
で
あ
る
。

後
継
者
が
生
ま
れ
る
か
、
生
ま
れ
な
い
か
は
運
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
結
婚
を
し
な
い
と
い
う
戦
国
大

名
は
極
め
て
珍
し
い
。
そ
の
中
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
細
川
政ま

さ

元も
と

と
上
杉
謙け

ん

信し
ん

で
あ
る
。
こ
の
二

人
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
妻
を
娶
ら
ず
、
一
生
を
独
身
で
過
ご
し
た
。

政
元
は
い
ち
お
う
後
継
者
を
定
め
た
が
、
殺
害
さ
れ
た
あ
と
は
養
子
が
家
督
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
。
一

方
の
謙
信
は
後
継
者
の
指
名
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
当
人
の
没
後
は
養
子
が
家
督
を
め
ぐ
っ
て
抗
争
を
繰

り
広
げ
た
。
以
下
、
そ
の
実
情
に
迫
る
こ
と
に
し
よ
う
。

細
川
政
元
と
は

文ぶ
ん

正し
ょ
う

元
年
（
一
四
六
六
）、
細
川
政
元
は
勝か

つ

元も
と

と
山
名
宗そ

う

全ぜ
ん

（
持も

ち

豊と
よ

）
の
養
女
（
山
名
𤋮ひ

ろ

貴た
か

の
娘
）
の
子
と
し

20



て
誕
生
し
た
。
幼
名
は
細
川
京け

い

兆ち
ょ
う

家け

が
代
々
名
乗
る
聡そ

う

明め
い

丸ま
る

だ
っ
た
の
で
、
将
来
が
嘱
望
さ
れ
て
い
た
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。
勝
元
が
宗
全
の
養
女
を
妻
に
迎
え
た
の
は
、
明
ら
か
な
政
略
結
婚
だ
っ
た
。
当
時
、

勝
元
は
有
力
守
護
の
山
名
一
族
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

政
元
が
誕
生
し
た
翌
年
の
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）、
応
仁
・
文
明
の
乱
が
勃
発
し
た
。
勝
元
と
宗
全
は
政

治
路
線
を
め
ぐ
っ
て
決
裂
す
る
と
、
東
西
両
軍
に
分
か
れ
て
激
し
く
対
立
し
、
全
国
の
守
護
を
巻
き
込
ん

で
戦
っ
た
。
戦
い
は
長
期
に
及
び
、
地
方
に
波
及
し
て
収
束
す
る
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
。
戦
い
開
始
か

ら
六
年
後
の
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
三
月
、
宗
全
が
七
十
歳
で

病
没
し
、
あ
と
を
追
う
か
の
ご
と
く
五
月
に
勝
元
が
四
十
四

歳
で
亡
く
な
っ
た
。
乱
の
当
事
者
が
亡
く
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
戦
い
は
終
結
し
な
か
っ
た
。

同
年
八
月
、
政
元
は
ま
だ
元
服
を
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た

が
、
勝
元
の
後
継
者
と
し
て
幕
府
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
ま
だ
幼
か
っ
た
の
で
、
一
族
の
細
川
政ま

さ

国く
に

が

後
見
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
一
方
の
山
名
氏
は
、
政ま

さ

豊と
よ

が

山
名
氏
の
家
督
を
継
い
で
い
た
。
こ
う
し
て
文
明
六
年
（
一
四

◎
細
川
家
略
系
図

勝
元

政
元

澄
之

（
九
条
政
基
の
子
）

澄
元

（
細
川
義
春
の
子
）

高
国

（
細
川
政
春
の
子
）

※

　
　は
養
子
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七
四
）、
山
名
氏
・
細
川
氏
と
も
に
後
継
者
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
和
睦
が
成
立
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
で

完
全
に
戦
い
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
畠
山
氏
な
ど
は
和
睦
後
も
義よ

し

就ひ
ろ

と
政ま

さ

長な
が

が
争
っ
て
お
り
、
京

都
市
中
で
の
戦
い
が
完
全
に
収
束
す
る
の
は
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

管か
ん

領れ
い

に
な
っ
た
政
元

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
七
月
、
政
元
は
畠
山
政
長
の
後
任
と
し
て
、
初
め
て
管
領
に
就
任
し
た
が
、
そ

の
事
情
は
い
さ
さ
か
変
わ
っ
て
い
た
。
当
時
、
政
元
は
二
十
一
歳
の
青
年
だ
っ
た
。
政
元
は
足
利
義よ

し

尚ひ
さ

の

任
右
大
将
拝
賀
の
式
典
に
際
し
て
、
畠
山
尚ひ

さ

順の
ぶ

（
政
長
の
子
）
の
供ぐ

奉ぶ

を
認
め
る
よ
う
義
尚
に
進
言
し
た
。

し
か
し
、
義
尚
は
尚
順
の
供
奉
を
拒
否
し
た
の
で
、
政
元
は
そ
の
日
の
う
ち
に
管
領
を
辞
め
る
と
申
し
出

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
事
情
が
あ
っ
た
。
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
、
勝
元
が
支
援
し
て
い
た
の
は
畠
山

政
長
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
政
元
は
政
長
の
子
の
尚
順
を
自
邸
で
元
服
さ
せ
、
義
尚
の
任
右

大
将
拝
賀
の
式
典
に
参
列
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
を
義
尚
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
す
っ
か
り
へ

そ
を
曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
義
尚
の
任
右
大
将
拝
賀
の
式
典
は
準
備
が
整
わ
ず
、
ま
た
天
皇
の
体
調
も
優
れ
な
か
っ
た
の
で
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延
期
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
二
十
九
日
、
式
典
は
挙
行
さ
れ
た
が
、
政
元
は
式
典
を
終
え
る
と
、
す
ぐ
に

管
領
を
辞
任
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
の
ち
に
も
繰
り
返
さ
れ
た
。

長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
七
月
二
十
日
、
文
明
か
ら
長
享
に
改
元
が
行
わ
れ
た
。
改
元
は
朝
廷
だ
け
で
完
結

す
る
の
で
は
な
く
、
幕
府
に
改
元
詔し

ょ
う

書し
ょ

が
送
達
さ
れ
、
吉き

っ

書し
ょ

始は
じ
めを

行
う
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
同
時
に
、

管
領
の
沙
汰
始
も
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
武
家
で
も
新
し
い
年
号
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

当
時
は
管
領
を
務
め
る
者
が
お
ら
ず
、
不
在
だ
っ
た
の
で
政
元
が
就
任
し
た
。
一
連
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、

政
元
は
そ
の
日
の
う
ち
に
管
領
を
辞
し
た
の
で
あ
る
。

延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
七
月
、
足
利
義よ

し

稙た
ね

（
義よ

し

材き

）
が
義
尚
の
死
去
に
伴
っ
て
、
新
し
い
将
軍
に
就
任
し

た
。
新
将
軍
が
就
任
す
る
と
、
判
始
、
評ひ

ょ
う

定じ
ょ
う

始
、
沙
汰
始
を
執
り
行
う
の
が
慣
例
だ
が
、
そ
の
際
に
管

領
が
不
在
で
は
ま
ず
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
た
も
や
政
元
は
儀
式
を
執
り
行
う
た
め
だ
け
に
管
領
に
就
任

し
、
終
わ
る
と
即
座
に
辞
任
し
た
の
で
あ
る
。

政
元
は
管
領
家
の
出
身
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
時
、
管
領
に
在
任
す
る
こ
と
は
な
く
、
儀
式
の

と
き
だ
け
一
時
的
に
そ
の
座
に
就
い
た
。
こ
う
し
た
例
は
非
常
に
珍
し
く
、
政
元
に
い
か
な
る
考
え
が
あ

っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
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一
人
目
の
養
子
を
迎
え
る

政
元
の
生
涯
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
、
将
軍
の
足
利

義
尚
は
、
近お

う
み江

国
守
護
の
六
角
高た

か

頼よ
り

を
討
伐
す
べ
く
出
陣
を
決
意
し
た
。
高
頼
は
義
尚
の
近
臣
の
所
領
、

諸
寺
社
の
所
領
を
押
領
し
た
の
で
訴
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
同
年
九
月
、
義
尚
は
政
元
ら
を
従
え
て
近
江

に
出
陣
し
た
が
、
戦
い
は
思
う
に
任
せ
ず
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
に
鈎ま

が
り（

滋
賀
県
栗
東
市
）
で
病
没
し
た
。

義
尚
に
は
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
次
の
新
将
軍
が
誰
に
な
る
の
か
注
目
さ
れ
た
。
日
野
富
子
（
義
尚
の

母
）
や
畠
山
政
長
が
次
期
将
軍
の
候
補
と
し
て
推
し
た
の
は
、
足
利
義よ

し

視み

（
義
政
の
弟
）
の
子
の
義
稙
（
義

材
）
だ
っ
た
。
一
方
で
、
政
元
が
推
薦
し
た
の
は
、
堀ほ

り

越ご
え

公く

方ぼ
う

の
足
利
政ま

さ

知と
も

の
子
で
天
龍
寺
香き

ょ
う

厳ご
ん

院い
ん

の
清せ

い

晃こ
う

（
の
ち
の
義よ

し

澄ず
み

）
で
あ
る
。
結
局
、
新
将
軍
に
就
任
し
た
の
は
、
義
稙
だ
っ
た
。
新
将
軍
の
人
選
を
め
ぐ

っ
て
揉
め
た
こ
と
も
あ
り
、
政
元
は
義
稙
や
政
長
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
二
月
、
政
元
は
摂
関
家
の
九
条
政ま

さ

基も
と

の
子
を
養
子
に
迎
え
た
。
当
時
、
ま
だ
三
歳

だ
っ
た
養
子
に
は
、
細
川
京
兆
家
の
嫡
流
た
る
聡
明
丸
の
名
が
与
え
ら
れ
た
。
の
ち
の
澄す

み

之ゆ
き

で
あ
る
。
な

ぜ
、
こ
の
時
期
に
政
元
は
九
条
家
か
ら
養
子
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
将
軍
に
な
れ
な
か
っ
た
義
澄
の
母

と
政
基
か
ら
受
け
入
れ
た
養
子
（
澄
之
）
の
母
は
、
と
も
に
武む

者し
ゃ

小こ
う
じ路

隆た
か

光み
つ

の
娘
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政

元
は
こ
う
し
た
関
係
を
利
用
し
て
、
さ
ら
に
義
澄
と
の
連
携
を
深
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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同
年
三
月
、
政
元
は
京
都
を
出
発
し
て
、
東
国
に
向
か
っ
た
。
政
元
は
越
後
を
経
て
奥
州
に
向
か
い
、

そ
こ
か
ら
伊
豆
国
を
経
由
し
た
の
ち
に
京
都
に
戻
る
計
画
だ
っ
た
が
、
義
稙
か
ら
帰
還
命
令
が
出
た
の
で

断
念
し
た
。
政
元
が
旅
に
出
た
目
的
は
、
足
利
政
知
と
面
会
し
た
う
え
で
、
関
東
管
領
の
山
内
上
杉
氏
と

の
連
携
を
深
め
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
、
越
後
国
守
護
の
上
杉
房
定
に
奥
州
下
向
を
妨
害
さ

れ
、
政
知
も
同
年
四
月
に
病
没
し
た
の
で
、
政
元
の
目
論
見
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

政
元
は
将
来
的
に
義
稙
を
将
軍
の
座
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
し
、
義
澄
を
新
し
い
将
軍
と
す
る
計
画
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
自
ら
の
後
継
者
に
澄
之
を
据
え
、
堀
越
公
方
に
は
政
知
の
子
の
潤じ

ゅ
ん

童ど
う

子じ

を

付
け
る
予
定
だ
っ
た
。
こ
の
計
画
は
、
後
述
す
る
明
応
の
政
変
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
布
石

は
、
ほ
か
に
も
打
た
れ
て
い
た
。

政
元
は
新
将
軍
を
誰
に
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
畠
山
政
長
と
争
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
政
長
の
敵
の
畠

山
基も

と

家い
え

（
義
就
の
子
）
に
急
接
近
し
た
。
政
元
は
天て

ん

竺じ
く

氏
か
ら
養
女
を
迎
え
る
と
、
基
家
に
嫁
が
せ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
政
略
結
婚
で
あ
り
、
政
元
と
基
家
の
関
係
は
深
ま
っ
た
。
政
元
は
基
家
だ
け
で
は
な
く
、

幕
府
政ま

ん

所ど
こ
ろの

執
事
（
長
官
）
を
務
め
て
い
た
伊
勢
貞さ

だ

宗む
ね

と
も
通
じ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
名
前
は
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
元
は
自
ら
の
計
画
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
多
く
の
大
名
の
協
力
を
取
り
付
け
て
い

た
と
い
う
。
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明
応
の
政
変

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
八
月
、
義
稙
は
政
長
に
対
し
て
基
家
の
討
伐
を
命
じ
、
以
後
も
た
び
た
び
河
内
国

へ
の
出
陣
命
令
を
下
し
た
。
政
長
は
義
稙
を
将
軍
に
推
し
て
く
れ
た
恩
人
な
の
で
、
そ
の
要
望
に
応
え
た

の
だ
ろ
う
。
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
二
月
、
つ
い
に
義
稙
自
身
が
基
家
を
討
伐
す
べ
く
、
河
内
国
に
出
陣
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

義
稙
の
出
陣
を
受
け
て
、
政
元
は
計
画
を
着
々
と
実
行
に
移
す
べ
く
、
政
変
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
協
力

す
る
人
々
へ
と
通
知
し
た
。
同
年
四
月
二
十
二
日
、
政
元
は
義
澄
を
遊ゆ

う

初し
ょ

軒け
ん

（
京
都
市
右
京
区
）
に
移
す
と
、
畠

山
尚
順
の
邸
宅
な
ど
、
義
稙
与
党
の
人
々
の
居
宅
を
襲
撃
し
た
。
政
元
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
行
す
る
と
、

そ
れ
ま
で
義
稙
派
だ
っ
た
日
野
富
子
が
政
元
を
支
持
し
た
。
富
子
は
将
軍
だ
っ
た
足
利
義
政
の
後
家
で
あ

り
、
政
治
へ
の
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
。
富
子
が
政
元
を
支
持
し
た
の
で
、
義
稙
は
不
利
に
な
っ
た
。

同
年
閏
四
月
、
政
元
は
畠
山
政
長
を
討
つ
べ
く
、
河
内
国
に
軍
勢
を
派
遣
し
た
。
政
長
は
正し

ょ
う

覚が
く

寺じ

（
大

阪
市
平
野
区
）
に
籠
っ
て
防
戦
し
た
が
、
呆
気
な
く
落
城
し
た
。
そ
の
後
、
政
長
は
火
を
放
っ
て
自
害
し
て
果

て
、
子
の
尚
順
を
紀
伊
国
に
逃
が
し
た
の
で
あ
る
。
政
長
の
配
下
の
者
は
、
こ
と
ご
と
く
討
た
れ
る
か
、

降
参
す
る
運
命
を
た
ど
っ
た
。

義
稙
は
政
元
に
降
参
す
る
と
、
足
利
家
重
代
の
小
袖
を
引
き
渡
し
た
。
こ
の
小
袖
は
、
足
利
将
軍
家
の
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家
督
を
意
味
す
る
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
義
稙
は
自
ら
将
軍
の
座
を
降
り
た
こ
と
に
な
る
。
政
元
は

義
稙
を
龍り

ょ
う

安あ
ん

寺じ

（
京
都
市
右
京
区
）
に
幽
閉
し
、
讃
岐
国
小
豆
島
に
流
そ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
同
年
六
月
、

義
稙
は
悪
天
候
に
乗
じ
て
龍
安
寺
を
抜
け
出
し
、
越
中
国
に
逃
れ
た
の
で
あ
る
。

義
稙
は
、
越
後
上
杉
氏
、
能
登
畠
山
氏
、
加
賀
富と

樫が
し

氏
、
越
前
朝
倉
氏
の
協
力
を
得
て
い
た
の
で
、
政

元
は
義
稙
を
討
つ
べ
く
軍
勢
を
能
登
国
に
派
遣
し
た
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
対
す
る
義
稙
も
義

澄
と
政
元
を
討
つ
計
画
を
進
め
た
が
、
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

政
元
の
奇
行

明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
十
二
月
二
十
日
、
義
澄
の
元
服
式
を
執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
重
要

な
加
冠
役
（
烏え

ぼ

し
帽
子
親
）
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
な
い
政
元
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
元

服
式
の
当
日
に
な
っ
て
、
延
期
が
決
定
し
た
。
そ
の
理
由
と
は
、
政
元
が
普
段
か
ら
烏
帽
子
を
被
っ
て
お

ら
ず
、
嫌
が
っ
た
と
い
う
他
愛
な
い
も
の
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
烏
帽
子
を
被
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
当

時
の
人
々
に
と
っ
て
異
様
な
こ
と
だ
っ
た
。

平
安
時
代
以
降
、
烏
帽
子
を
被
る
こ
と
は
庶
民
の
間
に
も
普
及
し
、
や
が
て
烏
帽
子
を
被
ら
な
い
こ
と

は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
生
じ
た
。
烏
帽
子
を
被
ら
な
い
の
は
、
よ
ほ
ど
の
低
い
身
分
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の
者
か
、
元
服
前
の
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
烏
帽
子
を
取
ら
れ
た
り
脱
が
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
は
恥
辱
で
あ
り
、
喧
嘩
に
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
延
期
と
な
っ
た
元
服
式
は
、
十
二
月
二
十
七
日
に
挙
行
さ
れ
、
続
け
て
義
澄
は
将
軍
宣せ

ん

下げ

を
受

け
て
、
晴
れ
て
将
軍
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
行
事
の
遂
行
に
は
管
領
の
存
在
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
の

で
、
政
元
は
管
領
に
就
任
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
こ
の
日
限
り
で
辞
任
し
た
の
で
あ
る
。

政
元
は
烏
帽
子
嫌
い
と
い
う
例
を
挙
げ
た
が
、
奇
行
で
知
ら
れ
る
人
物
だ
っ
た
。
越
後
を
経
て
奥
州
に

向
か
っ
た
こ
と
は
先
に
取
り
上
げ
た
が
、
管
領
に
な
る
よ
う
な
人
物
が
そ
の
よ
う
な
長
旅
に
出
る
こ
と
は
、

極
め
て
異
様
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

政
元
は
修
験
道
や
山
伏
の
修
行
に
傾
倒
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
﹁
京
管
領
細
川
右
京
大
夫
政
元
ハ
、

四
十
歳
ノ
比
マ
デ
女
人
禁
制
ニ
テ
、
魔
法
・
飯い

綱づ
な

ノ
法
、
ア
タ
コ
（
愛
宕
）
ノ
法
ヲ
行
ヒ
、
サ
ナ
カ
ラ
出

家
ノ
如
ク
山
伏
ノ
如
シ
。
或
時
ハ
経き

ょ
うヲ

ヨ
ミ
、
陀だ

羅ら

尼に

ヲ
ヘ
ン
シ
ケ
レ
ハ
、
見
ル
人
身
ノ
毛
モ
ヨ
タ
チ
ケ

ル
﹂
と
﹃
足
利
季
世
記
﹄
と
い
う
史
料
に
書
か
れ
て
い
る
。

政
元
が
修
験
道
に
凝
っ
て
い
た
こ
と
は
、﹃
後ご

慈じ

眼げ
ん

院い
ん

殿ど
の

御ぎ
ょ

記き

﹄
明
応
三
年
九
月
二
十
四
日
条
に
唐か

ら

橋は
し

在あ
り

数か
ず

の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
話
に
よ
る
と
、
政
元
は
安
芸
国
の
山
伏
﹁
司し

箭せ
ん

﹂
な
る
者
に
上
洛
を
命

じ
、
鞍
馬
寺
（
京
都
市
左
京
区
）
で
兵
法
を
習
っ
た
。
そ
れ
を
世
の
人
は
、﹁
天
狗
の
法
﹂
だ
と
噂
し
て
い
た
と
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い
う
。﹁
司
箭
﹂
は
、
以
後
も
政
元
に
近
侍
し
た
記
録
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
政
元
は
修
験
道
を
信
仰
や
個

人
的
な
趣
味
と
し
て
で
は
な
く
、
各
地
を
転
々
と
す
る
山
伏
を
活
用
し
、
各
地
の
情
報
を
得
よ
う
と
し
た

と
の
指
摘
が
あ
る
。

﹃
足
利
季
世
記
﹄
に
は
、
政
元
が
﹁
四
十
歳
ノ
比
マ
デ
女
人
禁
制
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
四
十
歳
を

超
え
た
時
点
で
女
性
と
の
交
わ
り
を
避
け
な
く
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
政
元
は
摂
津
国
守
護
代
を

務
め
て
い
た
、
配
下
の
薬
師
寺
元も

と

一か
ず

と
男
色
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
元
一
は
永
正
元
年
（
一

五
〇
四
）
に
政
元
の
命
に
よ
り
自
害
す
る
が
、
そ
の
際
の
辞
世
は
﹁
地
獄
に
は
　
よ
き
我
主
の
　
あ
る
や
と

て
　
今
日
お
も
ひ
た
つ
　
旅
衣
か
な
﹂
で
あ
る
。﹁
我
主
﹂
は
﹁
若
衆
﹂
の
こ
と
を
意
味
し
、
政
元
の
男
色

趣
味
を
揶
揄
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

政
元
が
生
涯
を
独
身
で
通
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
修
験
道
に
凝
っ
て
い
た
こ
と
、
男
色
趣
味
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

政
変
後
の
政
元
と
も
う
二
人
の
養
子

明
応
の
政
変
後
、
政
元
は
守
護
代
を
山
城
国
、
大
和
国
、
河
内
国
へ
派
遣
し
、
領
国
化
を
進
め
た
。
山

城
国
は
畠
山
基
家
が
守
護
を
自
称
し
、
そ
の
配
下
に
遊ゆ

佐さ

氏
が
い
た
の
で
、
政
元
は
赤あ

か

沢ざ
わ

朝と
も

経つ
ね

を
送
り
込
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ん
で
撃
退
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
山
城
国
下
五
郡
の
守
護
代
に
香こ

う

西ざ
い

元も
と

長な
が

を
任
じ
た
の
で
あ
る
。
以
降
も
政

元
は
、
版
図
を
広
げ
る
こ
と
に
余
念
が
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
も
、
政
元
の
後
継
者
問
題
が
懸
念
さ
れ
た
。
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
政
元

は
後
継
者
の
候
補
と
し
て
、
九
条
家
か
ら
澄
之
を
養
子
に
迎
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
澄
之
は
他
家
か
ら

招
い
た
も
の
で
、
細
川
氏
の
血
筋
に
な
か
っ
た
の
で
、
細
川
氏
の
内う

ち

衆し
ゅ

（
家
来
）
は
後
継
者
に
相
応
し
く

な
い
と
考
え
た
。
内
衆
は
政
元
の
配
下
と
し
て
支
え
て
い
た
の
で
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
。

文ぶ
ん

亀き

三
年
（
一
五
〇
三
）
五
月
、
政
元
の
配
下
に
あ
っ
た
薬
師
寺
元
一
は
、
阿
波
国
の
守
護
で
細
川
一
族
の

細
川
成し

げ

之ゆ
き

に
面
会
し
、
成
之
の
孫
の
澄す

み

元も
と

を
政
元
の
養
子
と
し
て
も
ら
い
受
け
た
い
と
交
渉
し
た
。
澄
元

の
父
の
義よ

し

春は
る

は
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
、
成
之
が
親
と
し
て
育
て
て
い
た
。
澄
元
は
、
延
徳
元
年
（
一

四
八
九
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
澄
元
に
は
兄
の
之ゆ

き

持も
ち

が
い
た
の
で
、
こ
の
話
は
ス
ム
ー
ズ
に
ま
と
ま
っ
た
。
元

一
は
養
子
縁
組
に
際
し
て
、
政
元
の
命
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
自
ら
主
導
し
て
進
め
た
の
で
あ
る
。

政
元
に
は
、
も
う
一
人
高た

か

国く
に

と
い
う
養
子
が
存
在
し
た
。
高
国
は
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
に
細
川
政ま

さ

春は
る

の
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
政
春
は
備
中
国
守
護
を
務
め
て
お
り
、
か
つ
て
兄
の
勝か

つ

之ゆ
き

（
生
没
年
不
詳
）
は

勝
元
（
政
元
の
父
）
の
養
子
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
勝
元
の
死
後
、
家
督
を
継
い
だ
の
は
政
元
だ
っ

た
。
澄
之
、
澄
元
が
政
元
の
養
子
に
な
っ
た
時
期
は
明
確
で
あ
る
が
、
高
国
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
り
、
政
元
の
養
子
は
計
三
人
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
高
国
は
養
子
候
補
に
止
ま
っ
た
と
い
う
説
も

あ
る
）。

政
元
の
最
期

政
元
は
薬
師
寺
元
一
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
の
で
、
そ
の
勢
力
を
削
ぐ
べ
く
、
摂
津
国
守
護
代
の
職
を

取
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
元
一
は
政
元
に
対
抗
す
べ
く
、
当
時
、
周す

お
う防

国
で
庇
護
さ
れ
て
い
た

反
政
元
派
の
足
利
義
稙
、
そ
し
て
阿
波
細
川
家
と
連
携
を
強
め
た
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
九
月
、
元
一
は

赤
沢
朝
経
と
協
力
し
、
政
元
を
廃
し
て
、
養
子
の
澄
元
を
細
川
京
兆
家
の
家
督
に
据
え
よ
う
と
し
た
。
ク

ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。
政
元
は
元
一
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
が
、
阿
波
細
川
家
と
の
関
係
も
悪
化
し
た
の
で
、

澄
之
を
後
継
者
に
指
名
し
、
同
年
十
二
月
に
元
服
式
を
執
り
行
っ
た
。

以
降
、
政
元
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
は
暗
転
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
同
年
十
二
月
、
対
立
し
て
い

た
畠
山
尚
順
（
政
長
の
子
）
と
畠
山
義よ

し

英ひ
で

（
基
家
の
子
）
が
和
睦
し
、
義
英
は
反
政
元
の
立
場
を
明
確
に
し

た
。
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
五
月
、
政
元
は
阿
波
細
川
家
を
討
つ
べ
く
、
四
国
に
軍
勢
を
送
り
込
ん
だ
が
、

讃
岐
国
で
敗
北
を
喫
し
た
。
こ
の
敗
北
が
政
元
に
転
機
を
も
た
ら
し
た
。

永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
二
月
、
三
好
之ゆ

き

長な
が

が
養
子
の
澄
元
と
と
も
に
上
洛
し
た
。
政
元
は
澄
元
を
後
継
者
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に
据
え
る
こ
と
と
し
、
之
長
を
自
ら
の
軍
勢
に
加
え
、
対
立
し
て
い
た
阿
波
細
川
家
と
和
解
し
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
政
元
に
従
っ
て
い
た
内
衆
は
、
之
長
ら
阿
波
勢
の
登
用
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
、

内
衆
は
阿
波
勢
と
対
立
し
、
政
元
、
澄
元
を
も
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
内
衆
は
政
元
か
ら
見

捨
て
ら
れ
た
澄
之
を
推
戴
し
、
政
元
、
澄
元
、
阿
波
勢
と
の
抗
争
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。

永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
六
月
、
政
元
は
入
浴
中
に
内
衆
の
竹
田
孫
七
、
福
井
四
郎
ら
に
襲
撃
さ
れ
て
落
命

し
た
。
彼
ら
に
政
元
の
殺
害
を
指
示
し
た
の
は
、
薬
師
寺
元
一
の
弟
の
長な

が

忠た
だ

、
香
西
元
長
と
い
っ
た
面
々

で
あ
る
。
そ
の
直
後
、
内
衆
の
軍
勢
は
澄
元
邸
を
急
襲
し
、
之
長
と
も
ど
も
近
江
国
に
追
い
や
る
と
、
澄

之
に
細
川
家
の
家
督
を
継
が
せ
た
の
で
あ
る
。

敗
勢
濃
か
っ
た
澄
元
だ
っ
た
が
、
徐
々
に
態
勢
を
立
て
直
す
と
、
政
元
の
養
子
の
高
国
の
ほ
か
、
細
川

政ま
さ

賢か
た

、
細
川
尚ひ

さ

春は
る

ら
が
味
方
と
し
て
加
わ
っ
た
。
細
川
家
一
門
は
、
九
条
家
の
流
れ
を
汲
む
澄
之
が
細
川

京
兆
家
の
当
主
と
な
る
こ
と
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
。
同
年
八
月
、
澄
元
ら
の
軍
勢
は
、
澄
之
の
邸
宅
に
攻

め
込
み
、
内
衆
の
香
西
元
長
、
薬
師
寺
長
忠
ら
と
と
も
に
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
澄

元
は
晴
れ
て
政
元
の
跡
を
継
い
だ
。
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そ
の
後
の
澄
元
と
高
国

政
元
と
澄
之
の
死
後
、
残
っ
た
二
人
の
養
子
の
澄
元
と
高
国
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

澄
元
は
澄
之
の
死
後
に
家
督
を
継
い
だ
が
、
安
泰
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
時
機
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、

周
防
・
長
門
の
大
内
義
興
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
足
利
義
稙
が
上
洛
す
る
と
の
風
聞
が
流
れ
た
。
永
正
五
年

（
一
五
〇
八
）
三
月
、
高
国
は
義
稙
と
通
じ
、
突
如
と
し
て
伊
勢
国
に
出
奔
し
た
。
高
国
は
澄
元
の
政
治
手
腕

を
批
判
し
、
父
の
政
春
と
と
も
に
叛
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。

同
年
四
月
、
高
国
と
義
稙
が
上
洛
す
る
こ
と
を
知
っ
た
澄
元
は
、
自
ら
の
不
利
を
悟
り
近
江
国
へ
下
向

し
た
。
引
き
続
き
、
義
澄
も
和
泉
国
堺
（
大
阪
府
堺
市
）
へ
逃
れ
た
。
高
国
の
も
と
に
は
細
川
家
の
根こ

ん

本ぽ
ん

被ひ

官か
ん

が
集
結
し
て
お
り
、
澄
元
に
勝
ち
目
は
な
か
っ
た
。
同
年
五
月
、
義
稙
は
高
国
を
細
川
京
兆
家
の
家
督
に

据
え
る
と
、
翌
月
に
悲
願
の
上
洛
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
八
月
、
澄
元
は
義
澄
の
命
に
よ
り
阿
波

国
へ
戻
り
、
再
起
の
機
会
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
っ
た
。

永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
十
月
、
義
澄
は
刺
客
を
遣
わ
し
て
、
義
稙
の
屋
敷
を
襲
撃
し
た
。
義
稙
は
軽
傷
で

済
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
翌
年
二
月
に
近
江
国
に
軍
勢
を
派
遣
し
て
、
義
澄
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
大
将

を
務
め
た
の
は
、
細
川
尹た

だ

賢か
た

（
高
国
の
従
兄
弟
）
だ
っ
た
が
、
大
敗
を
喫
し
て
多
く
の
被
官
を
失
っ
た
。

永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
六
月
、
澄
元
と
細
川
政
賢
ら
は
大
軍
勢
を
率
い
て
、
阿
波
国
か
ら
摂
津
国
を
経
由
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し
て
上
洛
し
た
。
そ
の
際
、
近
江
国
に
逼ひ

っ

塞そ
く

し
て
い
た
義
澄
も
上
洛
し
、
と
も
に
協
力
し
て
義
稙
と
高
国

を
討
ち
果
た
す
作
戦
だ
っ
た
。
同
年
八
月
、
政
賢
ら
が
京
都
に
攻
め
込
む
と
、
義
稙
と
高
国
は
戦
う
こ
と

な
く
丹
波
国
へ
逃
亡
し
た
が
、
こ
こ
で
意
外
な
こ
と
が
発
覚
し
た
。

澄
元
と
共
同
歩
調
を
取
る
は
ず
だ
っ
た
義
澄
は
、
同
年
八
月
十
四
日
に
近
江
国
岡
山
（
滋
賀
県
甲こ

う

賀か

市
）
で
亡

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
澄
の
死
を
知
っ
た
義
稙
と
高
国
は
、
た
だ
ち
に
反
撃
を
開
始
し
た
。
同
年

八
月
二
十
四
日
の
船
岡
山
（
京
都
市
北
区
）
の
戦
い
で
、
政
賢
ら
の
軍
勢
は
高
国
と
戦
っ
て
敗
れ
、
政
賢
は
討

ち
死
に
し
た
。
義
澄
の
死
と
船
岡
山
の
戦
い
の
敗
戦
に
よ
り
、
澄
元
の
威
勢
は
大
き
く
削
が
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
澄
元
の
姿
は
、
史
料
上
か
ら
消
え
る
。

こ
う
し
て
高
国
と
義
稙
は
安
泰
に
見
え
た
が
、
そ
の
綻ほ

こ
ろび

が
明
ら
か
に
な
る
。
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
三

月
、
義
稙
は
高
国
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
の
で
、
近
江
国
甲
賀
（
滋
賀
県
甲
賀
市
）
に
出
奔
し
た
が
、
諸
大
名
の

執
り
成
し
に
よ
っ
て
関
係
は
回
復
し
た
。
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
一
月
に
高
国
の
父
の
政
春
が
亡
く
な
る

と
、
義
稙
と
と
も
に
上
洛
し
て
い
た
大
内
義
興
が
同
年
八
月
に
周
防
国
へ
帰
国
し
た
。
高
国
は
、
意
気
消

沈
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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澄
元
と
高
国
の
最
期

永
正
十
五
年
九
月
以
降
、
雌
伏
の
期
間
を
過
ご
し
て
い
た
澄
元
は
、﹁
打
倒
高
国
﹂
を
悲
願
と
し
て
、
諸

国
の
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
と
の
協
力
体
制
を
模
索
し
た
。
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
一
月
、
京
都
市
中
で
土つ

ち

一い
っ

揆き

が
勃
発
し
、
義
稙
の
御
所
が
放
火
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
高
国
が
京
都
を
留
守
に
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。

同
年
二
月
、
高
国
方
の
越こ

し

水み
ず

城
（
兵
庫
県
西
宮
市
）
が
落
と
さ
れ
、
高
国
方
の
不
利
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
高
国
は
近
江
国
坂
本
（
滋
賀
県
大
津
市
）
へ
と
逃
亡
し
た
。

同
年
二
月
、
澄
元
は
義
稙
に
詫
び
を
入
れ
た
。
そ
の
翌
月
に
は
、
澄
元
の
配
下
の
三
好
之
長
が
上
洛
し

た
こ
と
も
あ
り
、
義
稙
は
澄
元
を
細
川
京
兆
家
の
家
督
に
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
こ
の
直
後
、
高
国
は

近
江
国
守
護
の
六
角
氏
の
支
援
を
得
て
、
た
だ
ち
に
巻
き
返
し
を
図
っ
て
上
洛
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

高
国
が
京
都
に
攻
め
込
ん
で
き
た
の
で
、
澄
元
は
京
都
か
ら
脱
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
之
長
は
高
国
の
軍

勢
に
捕
ら
え
ら
れ
、
知
恩
院
（
京
都
市
左
京
区
）
で
自
害
し
て
果
て
た
。
同
年
六
月
十
日
、
高
国
に
敗
れ
た
澄
元

は
、
失
意
の
う
ち
に
病
没
し
た
の
で
あ
る
。

澄
元
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
義
稙
は
高
国
を
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
義
稙
は
高
国
の
横
暴
に

耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
和
泉
国
堺
に
出
奔
し
、
さ
ら
に
阿
波
国
へ
落
ち
延
び
た
。
そ
こ
で
、
大だ

い

永え
い

元

年
七
月
、
高
国
は
足
利
義よ

し

晴は
る

（
義
澄
の
子
）
を
新
将
軍
に
擁
立
し
た
の
で
あ
る
。
高
国
と
義
晴
と
の
関
係
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は
、
比
較
的
良
好
だ
っ
た
と
い
う
。

大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
七
月
、
高
国
は
細
川
尹
賢
の
讒ざ

ん

言げ
ん

を
信
じ
て
、
配
下
の
香
西
元も

と

盛も
り

を
殺
害
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
波
多
野
稙た

ね

通み
ち

（
元
盛
の
兄
）
と
柳
本
賢か

た

治は
る

（
元
盛
の
弟
）
の
兄
弟
は
、
高
国
に
対
し
て
兵
を

挙
げ
た
。
こ
の
動
き
に
呼
応
す
る
か
の
如
く
、
細
川
六
郎
（
澄
元
の
子
。
の
ち
の
晴
元
）
の
配
下
の
三
好
勝か

つ

長な
が

・
政
長
が
阿
波
国
か
ら
和
泉
国
堺
へ
渡
海
し
、
そ
の
ま
ま
京
都
に
侵
攻
し
た
。
不
利
を
悟
っ
た
高
国
は
、

大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
二
月
に
義
晴
と
と
も
に
近
江
国
に
逃
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
三
好
元
長
（
之
長
の
孫
）
が
足
利
義よ

し

維つ
な

（
義
澄
の
子
。
養
父
は
義
稙
）
と
細
川
晴
元
（
澄
元
の

子
）
を
擁
立
し
、
堺
に
﹁
堺
幕
府
﹂
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
翌
享き

ょ
う

禄ろ
く

元
年
（
一
五
二
八
）
十
月
、
高
国
は
義

晴
と
と
も
に
上
洛
し
、
元
長
と
和
睦
交
渉
を
行
う
が
失
敗
し
、
再
び
近
江
国
へ
戻
っ
た
。
そ
の
後
の
高
国

は
、
赤
松
政
村
（
の
ち
の
晴
政
）
の
配
下
の
浦う

ら

上が
み

村む
ら

宗む
ね

の
支
援
を
得
て
、
巻
き
返
し
を
図
ろ
う
と
し
た
。

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
六
月
、
高
国
は
摂
津
国
天
王
寺
（
大
阪
市
天
王
寺
区
）
で
三
好
元
長
ら
の
軍
勢
に
敗
れ
た
。

高
国
は
村
宗
と
政
村
の
支
援
も
あ
っ
た
が
、
政
村
は
父
の
敵
で
あ
る
村
宗
を
討
つ
べ
く
、
元
長
の
軍
勢
に

内
応
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
高
国
の
敗
因
だ
っ
た
。
敗
れ
た
高
国
は
大だ

い

物も
つ

（
兵
庫
県
尼
崎
市
）

ま
で
逃
れ
、
広こ

う

徳と
く

寺じ

で
自
害
し
た
の
で
あ
る
。
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上
杉
謙
信
と
は

享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）、
上
杉
謙け

ん

信し
ん

は
長
尾
為た

め

景か
げ

の
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
幼
名
は
虎
千
代
で
、
そ
の
後

は
景か

げ

虎と
ら

、
政ま

さ

虎と
ら

、
輝て

る

虎と
ら

と
改
名
す
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
﹁
謙
信
﹂
で
統
一
す
る
。

謙
信
に
は
晴は

る

景か
げ

と
い
う
兄
が
お
り
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
長
尾
家
の
家
督
を
継
い
だ
。
謙
信
は
嫡
男

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
当
初
か
ら
家
督
を
継
ぐ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

謙
信
は
林り

ん

泉せ
ん

寺じ

（
新
潟
県
上
越
市
）
に
入
り
、
天て

ん

室し
つ

光こ
う

育い
く

の
も
と
で
修
行
し
た
の
で
あ
る
。
天
文
十
二
年
（
一
五
四

三
）
に
謙
信
は
還
俗
す
る
と
、
元
服
し
て
景
虎
と
名
乗
っ
た
。

そ
の
翌
年
、
越
後
の
国
衆
が
晴
景
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。
そ
の
際
、
謙
信
は
晴
景
を
助
け
て
、

初
陣
に
も
か
か
わ
ら
ず
越
後
の
国
衆
を
撃
退
し
た
（
栃
尾
城
の
戦
い
）。
こ
の
勝
利
に
よ
り
、
謙
信
の
評
価

が
高
ま
っ
た
。
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）、
今
度
は
越
後
を
支
配
し
て
い
た
上
杉
定さ

だ

実ざ
ね

の
家
臣
・
黒
田
秀ひ

で

忠た
だ

が
晴
景
に
挙
兵
し
た
。
し
か
も
秀
忠
は
、
謙
信
を
擁
立
す
る
形
で
、
晴
景
に
戦
い
を
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
こ
の
戦
い
は
越
後
の
国
衆
を
巻
き
込
み
、
謙
信
派
と
晴
景
派
に
分
か
れ
て
争
っ
た
。

天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）、
定
実
の
仲
介
も
あ
っ
て
、
晴
景
は
謙
信
を
養
子
に
迎
え
た
う
え
で
、
長
尾
家

の
家
督
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
謙
信
は
、
春
日
山
城
（
新
潟
県
上
越
市
）
に
入
っ
た
。
そ
の
二
年
後
、

定
実
が
後
継
者
を
残
さ
ず
死
去
し
た
の
で
、
と
き
の
将
軍
の
足
利
義よ

し

輝て
る

は
謙
信
を
事
実
上
の
越
後
の
国
主
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に
定
め
た
。
同
年
、
上
田
長
尾
氏
の
長
尾
政ま

さ

景か
げ

が
謙
信
の
家
督
相
続
に
異
議
を
唱
え
て
挙
兵
し
た
が
、
翌

年
に
は
鎮
圧
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
政
景
は
謙
信
に
従
う
こ
と
に
な
り
、
越
後
は
統
一
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

苦
労
の
末
に
、
謙
信
は
有
力
な
戦
国
大
名
の
一
人
に
数
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、
謙
信
と
は
い
か
な
る
人
物

な
の
だ
ろ
う
か
。

謙
信
は
伝
統
や
権
威
を
重
視
し
、
熱
心
に
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

を
信

仰
す
る
一
面
が
あ
っ
た
。
し
か
も
性
格
は
、
潔
癖
か
つ
実
直

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
養
子
の
景か

げ

勝か
つ

に

習
字
の
手
本
を
与
え
た
り
、
和
歌
な
ど
の
文
芸
に
も
通
じ
た

り
し
て
い
る
な
ど
、
心
優
し
く
教
養
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
と
で
も
い
え
よ

う
か
。

一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
謙
信
は
伝
統
を
重
ん
じ
る
タ
イ
プ

の
人
間
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
朝
廷
と
の
接
触
や
室
町

◎
上
杉
家
略
系
図

為
景

（
長
尾
）

謙
信

景
虎

（
北
条
氏
康
の
子
）

景
勝

（
長
尾
政
景
の
子
）

景
国

（
村
上
義
清
の
子
）

義
春

（
畠
山
義
続
の
子
）

※

　
　は
養
子
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