
Title 戦国軍記の生成と展開に関する一考察 : 『足利季世記』と『別本細川両家記』
Sub Title A study of formation and development on war chronicles of Sengoku era : Ashikaga kiseiki and

Beppon Hosokawa ryokeki
Author 小秋元, 三八人(Koakimoto, Miyahito)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 2021

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.120, (2021. 6) ,p.1 (240)- 26 (215) 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-01200001-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


─ 1─（240）

戦
国
軍
記
の
生
成
と
展
開
に
関
す
る一考
察

─
『
足
利
季
世
記
』
と
『
別
本
細
川
両
家
記
』
─

小
秋
元　

三
八
人

一
　
は
じ
め
に

　

応
仁
の
乱
終
結
後
の
明
応
二
年
︵
一
四
九
三
︶︑
管
領
細
川
政
元
が
将
軍
足
利
義
材
を
廃
し
︑
清
晃
を
擁
立
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
︵
明
応
の
政
変
︶

を
起
こ
し
て
以
降
の
畿
内
の
政
治
情
勢
は
︑
足
利
将
軍
家
・
細
川
家
・
畠
山
家
の
分
裂
と
︑
双
方
を
支
え
る
内
衆
・
被
官
の
動
向
も
相
ま
っ
て
︑

混
迷
の
度
を
深
め
て
ゆ
く
︒
明
応
の
政
変
を
﹁
戦
国
時
代
﹂
の
始
ま
り
と
す
る
研
究
者
も
多
い
︒

　

明
応
年
間
以
降
の
細
川
家
の
内
乱
は
︑
一
つ
に
は
︑
実
子
の
な
か
っ
た
政
元
が
澄
之
・
澄
元
・
高
国
と
養
子
三
人
を
迎
え
︑
相
互
に
争
わ
せ
た

こ
と
に
起
因
す
る
︒
永
正
四
年
︵
一
五
〇
七
︶︑
澄
之
派
内
衆
に
よ
り
政
元
は
暗
殺
さ
れ
る
︒
直
後
︑
三
好
氏
を
擁
す
る
澄
元
が
澄
之
を
自
害
せ

し
め
る
も
︑
澄
元
は
地
位
の
安
定
を
保
て
ず
︑
義
稙
を
奉
ず
る
高
国
に
畿
内
を
放
逐
さ
れ
︑
以
降
︑
両
者
は
長
期
に
わ
た
り
覇
権
を
巡
り
争
う
こ

と
と
な
る
︒
幕
府
の
中
枢
と
も
い
え
る
細
川
京
兆
家
の
内
部
分
裂
は
︑
内
衆
ば
か
り
か
六
角
氏
・
朝
倉
氏
ら
近
国
の
守
護
大
名
を
も
巻
き
込
ん

で
︑
転
変
極
ま
り
な
く
︑
抗
争
は
澄
元
の
没
後
も
晴
元
︵
澄
元
嫡
男
︶
に
継
承
さ
れ
て
続
い
た
︒

　

こ
の
四
半
世
紀
に
亘
る
争
乱
か
ら
は
数
多
く
の
軍
記
物
語
が
成
立
し
︑
実
に
一
〇
種
ほ
ど
の
作
品
が
﹃
戦
国
軍
記
事
典　

群
雄
割
拠
篇
﹄
に
立
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項
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
本
稿
で
は
﹃
足
利
季
世
記
﹄
お
よ
び
そ
れ
と
関
わ
り
の
深
い
軍
記
物
語
を
数
編
︑
取
り
上
げ
る
︒

　
﹃
足
利
季
世
記
﹄
と
は
︑
応
仁
の
乱
後
か
ら
︑
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
を
擁
し
入
京
す
る
一
五
七
〇
年
頃
ま
で
を
描
く
︑
長
大
な
通
史
的
軍
記

物
語
で
あ
る
︒
成
立
年
代
・
作
者
は
と
も
に
不
明(1)
︒
書
名
の
﹁
季
世
﹂
は
末
代
の
意
で
︑
後
人
の
命
名
で
あ
ろ
う
︒
現
在
の
歴
史
学
で
は
あ
ま
り

顧
み
ら
れ
な
い
も
の
の
︑
近
世
に
は
重
要
史
料
と
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑﹃
本
朝
通
鑑
﹄
や
︑
江
戸
期
に
成
立
し
た
室
町
時
代
後
期
通
史
﹃
重

編
応
仁
記
﹄︵
宝
永
八
年
﹇
一
七
一
一
﹈
刊
︶
の
一
典
拠
と
な
る
な
ど
︑
写
本
の
み
の
流
通
な
が
ら
影
響
力
を
有
し
た
︒
明
治
期
に
入
る
と
﹃
足

利
季
世
記
﹄
は
﹃
史
籍
集
覧
﹄
に
収
載
さ
れ
︑
こ
れ
は
幸
田
露
伴
が
﹃
魔
法
修
行
者
﹄︵
一
九
二
八
︶・﹃
雪
た
た
き
﹄︵
一
九
三
九
︶
に
お
い
て
依

拠
し
た
資
料
と
な
っ
た
︒
数
々
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
富
み
︑
こ
の
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
形
作
っ
た
﹃
足
利
季
世
記
﹄
は
︑
戦
国
軍
記

を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ
と
い
え
る
︒

　

さ
て
︑﹃
足
利
季
世
記
﹄
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
異
本
な
い
し
別
本
の
関
係
に
あ
る
作
品
︵
扱
う
内
容
お
よ
び
構
成
を
ほ
ぼ
同
じ

く
す
る
も
の
︶
が
︑
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
ら
の
作
品
相
互
の
関
係
は
錯
綜
を
極
め
る
よ
う
で
︑
先
後
関
係
も
十
分

に
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
膨
大
な
異
本
群
は
﹃
国
書
総
目
録
﹄
記
述
の
混
乱
を
も
招
い
て
い
る
︒﹃
足
利
季
世
記
﹄
等
の
研
究
と
し
て
は
唯
一
︑

佐
藤
陸
氏
の
業
績(2)
が
あ
る
が
︑
そ
れ
も
既
に
三
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
︑
ま
た
新
た
な
伝
本
も
見
出
さ
れ
た
の
で
︑
再
考
の
要
が
あ
る
︒

　

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
ま
ず
︑﹃
足
利
季
世
記
﹄
と
そ
の
類
書
を
系
統
分
類
し
︑
伝
本
を
一
覧
す
る
︒
続
い
て
︑
系
統
間
の
関
係
を
改
め
て
定
め

た
い
︒
こ
の
と
き
︑
原
初
的
な
姿
を
留
め
る
で
あ
ろ
う
一
本
を
探
し
得
た
の
で
︑
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
で
︑
整
理
の
一
助
と
し
た
︒

　

な
お
︑
本
稿
に
て
言
及
す
る
足
利
将
軍
や
武
将
は
た
び
た
び
改
名
し
て
い
る
が
︑
煩
を
避
け
る
た
め
︑
以
下
︑
年
代
に
関
わ
ら
ず
最
も
知
ら
れ

る
名
で
表
記
を
統
一
し
た
︒

二
　『
足
利
季
世
記
』
と
《
三
部
軍
記
》
群
─
系
統
と
伝
本

　
﹃
足
利
季
世
記
﹄
は
八
巻
か
ら
成
り
︑
各
巻
に
別
題
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
類
書
群
を
含
め
て
︑
巻
の
区
切
り
と
巻
題
︑
巻
数
に
着
目
し
︑

Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
四
系
統
に
分
類
し
た(3)
︒
な
お
︑
注
で
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
属
す
る
伝
本
を
示
し
た
︒
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Ａ　
『
足
利
季
世
記
』
系
統(4)

八
巻
︵
巻
一
﹁
畠
山
記
﹂︑
二
﹁
舟
岡
記
﹂︑
三
﹁
高
国
記
﹂︑
四
﹁
三
好
記
﹂︑
五
﹁
勝
軍
地
蔵
軍
記
﹂︑
六
﹁
久
米
田
軍
記
﹂︑
七
﹁
義
秋
公

方
記
﹂︑
八
﹁
野
田
福
島
合
戦
記
﹂
の
巻
題
を
有
す
︶︒
巻
一
・
二
は
合
綴
︑
な
い
し
目
録
を
並
べ
て
記
載
さ
れ
る
な
ど
一
括
し
て
扱
わ
れ
る

も
の
が
目
立
つ
︒
代
表
的
な
系
統
で
あ
る
︒
改
定
史
籍
収
覧
一
三
所
収
︒

Ｂ　
『
歴
代
記
』
系
統(5)

八
巻
︵
巻
一
・
二
は
巻
題
な
し
︒
巻
三
﹁
三
好
記
﹂︑
四
﹁
日
吉
元
服
記
﹂︑
五
﹁
穴
太
記
﹂︑
六
﹁
勝
軍
地
蔵
山
軍
記
﹂︑
七
﹁
久
米
田
軍

記
﹂︑
八
﹁
義
秋
公
方
記
﹂︶︒
巻
一
は
Ａ
の
巻
一
﹁
畠
山
記
﹂
二
﹁
舟
岡
記
﹂
に
︑
巻
二
は
Ａ
の
巻
三
﹁
高
国
記
﹂
に
相
当
す
る
が
︑
Ａ
と

は
や
や
本
文
が
異
な
る
章
段
が
あ
る
︒
巻
三
﹁
三
好
記
﹂・
巻
四
﹁
日
吉
元
服
記
﹂・
五
﹁
穴
太
記
﹂
は
Ａ
の
巻
四
﹁
三
好
記
﹂
を
分
割
し
︑

Ａ
の
巻
八
﹁
野
田
福
島
合
戦
記
﹂
は
欠
く
︒
ま
た
︑
A
と
比
べ
章
段
に
増
減
が
あ
る
︒

Ｃ　
『
三
部
軍
記
』
系
統(6)

三
巻
︵
巻
一
﹁
畠
山
記
﹂︑
二
﹁
舟
岡
記
﹂︑
三
﹁
高
国
記
﹂︶︒
Ａ
の
巻
一
か
ら
三
と
は
巻
題
・
巻
の
区
切
り
を
同
じ
く
し
︑
本
文
も
極
め
て

類
似
す
る
︒
ま
た
︑
巻
一
と
二
を
一
括
し
て
扱
う
傾
向
も
み
ら
れ
る
︒
一
部
の
伝
本(7)
で
外
題
を
﹃
三
部
軍
記
﹄
と
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
当
系

統
の
形
態
を
的
確
に
表
現
す
る
も
の
と
考
え
︑
系
統
名
を
こ
の
よ
う
に
命
名
し
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
形
態
に
統
一
題
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
︑
ほ
か
に
も
﹃
畠
山
舟
岡
記
﹄﹃
三
闘
記
﹄
等
︑
外
題
は
一
定
せ
ず
︑
ま
た
単
に
巻
題
を
併
記
す
る
に
留
め
る
伝
本
も
あ
る
︒

Ｄ　
『
別
本
細
川
両
家
記
』
系
統(8)
（
以
下
、『
別
本
両
家
記
』
と
略
）

一
巻
︒
現
在
確
認
で
き
る
伝
本
は
二
本
の
み
︒
多
和
文
庫
本
の
内
題
﹁
細
川
両
家
記
﹂
よ
り
系
統
名
を
命
名
し
た
︒﹁
細
川
両
家
記
﹂
と
呼

ば
れ
る
軍
記
物
語
に
は
︑
群
書
類
従
二
〇
に
収
録
さ
れ
︑﹃
細
川
両
家
ニ
成
始
由
来
聞
見
事
記
﹄﹃
正
禄
間
記
﹄
と
い
っ
た
題
を
有
す
る
作
品

が
あ
る
が
︑
こ
れ
と
は
異
な
る(9)
︒
当
系
統
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
︑﹃
戦
国
軍
記
事
典
﹄
な
ど
に
も
記
載
が
な
い
︒
お
そ
ら

く
原
初
形
態
に
近
い
本
文
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
本
稿
で
考
察
す
る
︒
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【
参
考
】
Ｅ　
『
公
方
両
将
記
』

上
下
巻
︒
伝
本
と
し
て
は
黒
川
真
道
旧
蔵
本
が
存
在
し
て
い
た
が
︑
そ
の
黒
川
本
は
散
逸
し
て
い
る(10)
︒
続
々
群
書
類
従
四
に
収
録
さ
れ
て
お

り
︑
ま
た
異
本
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
最
低
二
本
の
伝
本
が
存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
Ａ
の
巻
一
か
ら
巻
三
途
中
︵
三

好
之
長
の
自
害
︶
と
内
容
が
重
複
し
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
が
︑
独
自
記
述
も
多
い
︒

　

右
の
四
系
統
を
類
別
す
る
最
も
明
瞭
な
基
準
は
︑
前
述
の
通
り
巻
数
と
巻
の
区
切
り
方
で
あ
る
︒
各
書
の
記
述
す
る
年
代
と
巻
数
・
別
題
を

﹇
表
１
﹈
に
一
覧
す
る
︒

［
表
１
］

　

各
書
と
も
に
︑
応
仁
の
乱
の
顚
末
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
始
ま
る
︒
そ
し
て
︑
細
川
高
国
が
滅
ぶ
﹁
大
物
崩
れ
﹂
を
描
く
と
こ
ろ
で
Ｃ
・

0

︵
一
四
九
三
︶

︵
一
五
一
八
︶

︵
一
五
三
一
︶

　
　

   

︵
一
五
六
九
︶

︵
一
五
七
三
︶

明
応
の
政
変
ま
で

大
内
義
興
の
帰
国
ま
で

大
物
崩
れ
ま
で

︵
略
︶
本
圀
寺
の
変
ま
で

畠
山
秋
高
殺
害
ま
で

Ａ

巻
一
﹁
畠
山
記
﹂

巻
二
﹁
舟
岡
記
﹂

巻
三
﹁
高
国
記
﹂

巻
四
~
巻
七

巻
八

︵
別
題
省
略
︶

﹁
野
田
福
島
合
戦
記
﹂

Ｂ

巻
一

巻
二

巻
三
~
巻
八

︵
別
題
省
略
︶

Ｃ
﹁
畠
山
記
﹂

﹁
舟
岡
記
﹂

﹁
高
国
記
﹂

Ｄ
︵
別
題
な
し
︶

Ｅ

上
巻

下
巻
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Ｄ
は
擱
筆
︑
Ａ
・
Ｂ
も
巻
を
改
め
る
︒
こ
こ
ま
で
各
書
は
︑
記
述
内
容
・
構
成
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
一
致
を
見
せ
る
ほ
か
︑
極
め
て
近
し
い
テ
キ

ス
ト
を
有
し
て
い
る
︵
た
だ
し
︑
後
述
す
る
が
Ｄ
の
テ
キ
ス
ト
は
他
と
少
し
距
離
が
あ
る
︶︒
高
国
の
死
後
の
こ
と
に
記
述
が
及
ぶ
の
が
Ａ
と
Ｂ

で
あ
り
︑
Ｂ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
本
圀
寺
の
変
﹂︵
三
好
三
人
衆
が
足
利
義
昭
を
襲
撃
し
た
事
件
︶
こ
ろ
ま
で
を
記
述
し
て
い
る
︒

　

本
稿
で
は
Ａ
~
Ｄ
を
そ
れ
ぞ
れ
︑
類
書
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
一
系
統
と
し
て
扱
い
︑
グ
ル
ー
プ
全
体
を
便
宜
的
に
︽
三
部
軍
記
︾
群
と
呼

称
・
表
記
す
る
︒
呼
称
に
つ
い
て
︑
Ａ
・
Ｂ
は
Ｃ
﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
の
記
述
内
容
以
降
の
こ
と
が
ら
も
記
述
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
両
書
を

﹁
細
川
高
国
の
死
以
降
の
内
容
も
含
ん
で
い
る
﹃
三
部
軍
記
﹄
の
一
類
書
﹂
と
見
做
す
こ
と
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
Ａ
は
巻
三
ま
で
︑
Ｂ
は
巻
二

ま
で
を
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
︒

　

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
類
書
が
並
立
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
し
て
︑
先
に
成
立
し
て
い
た
Ｃ
に
︑
そ
の
後
の
畿
内
動
静
を
書
き
加
え
る
形
で
Ａ
︑

つ
い
で
Ｂ
が
誕
生
し
た
︑
と
い
う
流
れ
が
想
定
さ
れ
て
い
る(11)
︒
ま
た
︑
佐
藤
陸
氏
は
﹃
公
方
両
将
記
﹄
と
﹃
足
利
季
世
記
﹄
を
比
較
︑﹁﹃
公
方
両

将
記
﹄
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
︑
そ
の
本
文
を
改
竄
・
削
除
し
た
も
の
が
﹃
足
利
季
世
記
﹄
で
あ
る
﹂
と
し
た(12)
︒
し
た
が
っ
て
︑
現
状
︽
三
部
軍

記
︾
群
の
展
開
し
た
順
は
︵
Ｅ
↓
︶
Ｃ
↓
Ａ
↓
Ｂ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒　

　

右
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
︑
Ｅ
﹃
公
方
両
将
記
﹄
は
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
と
関
連
す
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
︑
本
稿
に
お
い
て
も
考
察
対
象

と
す
る
︒
た
だ
し
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
は
︽
三
部
軍
記
︾
群
と
比
べ
る
と
︑
テ
キ
ス
ト
や
記
述
内
容
に
あ
る
程
度
︑
差
異
が
あ
る
た
め
︑
類
書
と

し
て
は
認
め
な
い
︒

　

伝
本
に
目
を
転
ず
る
と
︑
ま
ず
︑
Ａ
以
外
に
も
Ｃ
系
統
の
伝
存
数
が
︑
端
本
も
含
め
て
比
較
的
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︽
三
部
軍
記
︾
群

の
全
伝
本
を
合
計
す
る
と
実
に
三
五
本
に
の
ぼ
り
︑
一
五
世
紀
末
~
一
六
世
紀
初
頭
の
畿
内
を
描
い
た
軍
記
物
語
と
し
て
は
最
も
伝
存
数
が
多
い

も
の
と
な
る
︒

　

同
時
に
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
は
全
国
各
地
の
諸
機
関
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
大
名
家
︑
武
家
︑
藩
校
の
旧
蔵
に
な
る
も
の
も
多
い
こ
と
も
判
明

す
る
︒
武
家
に
て
修
養
書
と
し
て
書
写
さ
れ
読
ま
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
︑
一
般
に
戦
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国
軍
記
は
︑
江
戸
時
代
に
は
史
書
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
前
述
の
通
り
﹃
本
朝
通
鑑
﹄
等
︑
後
続
の
史
書
が

こ
れ
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
も
ま
た
︑
戦
国
期
畿
内
の
抗
争
お
よ
び
こ
の
時
代
の
歴
史
観
を
形
成
し
た
有
力

な
史
書
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

三
　《
三
部
軍
記
》
群
内
諸
系
統
の
成
立
順
序

　

前
述
の
通
り
︑﹃
三
部
軍
記
﹄﹃
足
利
季
世
記
﹄﹃
歴
代
記
﹄
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
研
究
し
た
の
は
佐
藤
陸
氏
で
あ
る
︒
氏
は
﹁﹃
公
方
両
将

記
﹄
が
一
連
の
類
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
﹂
と
い
う
見
解
を
も
と
に
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
↓
﹃
三
部
軍
記
﹄
↓
﹃
足
利
季
世
記
﹄
↓
﹃
歴
代
記
﹄

と
い
う
流
れ
を
想
定
し
た
︒
で
は
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
と
い
う
系
統
の
異
な
る
伝
本
が
見
出
さ
れ
た
時
︑
こ
の
書
は
他
書
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
と
い
え
る
か
︒
改
め
て
成
立
順
を
検
討
し
た
い
︒
ま
ず
は
︑
各
書
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
︒

三
─
一
　
文
脈
出
現
箇
所
の
差
異

【
例
１
】
細
川
政
元
を
暗
殺
し
、
澄
之
を
迎
え
る
香
西
元
長
・
薬
師
寺
長
忠

﹇
別
本
両
家
記
﹈

両
陣
互
ニ
入
乱
レ
火
花
ヲ
散
シ
テ
戦
ケ
ル
ニ
︑
澄
元
小
勢
ナ
レ
ハ
叶

マ
シ
ト
見
テ
︑
三
好
・
高
畠
︑
澄
元
ヲ
御
供
申
シ
︑
江
州
ヘ
落
行
ケ

ル
︒
香
西
・
薬
師
寺
︑
一
戦
ニ
打
勝
テ
喜
悦
ノ
眉
ヲ
開
キ
︑
両
人
談

合
シ
テ
丹
波
ヨ
リ
九
郎
澄
之
ヲ
迎
ヘ
取
リ
︑
京
兆
ノ
家
ヲ
継
セ
管
領

ト
仰
キ
︑
両
人
権
ヲ
執
リ
天
下
ヲ
雅
意
ニ
任
セ
ン
ト
ス
︒
澄
之
ハ
九

条
殿
ノ
御
子
ナ
レ
ハ
︑
上
一
人
ヲ
初
メ
︑
公
家
・
武
家
ノ
用
ヒ
ケ
ル

 ﹇
三
部
軍
記
﹈

三
好
・
高
畠
︑
澄
元
ヲ
御
供
申
シ
︑
近
江
ヲ
サ
シ
テ
落
行
ケ
ル
︒
防

州
ニ
御
在
ス
義
材
御
所
ハ
大
ニ
ヨ
ロ
コ
ヒ
︑
国
々
ノ
味
方
ヲ
集
メ
御

出
張
ノ
用
意
有
リ
︒
中
国
・
西
国
︑
大
方
味
方
ニ
参
リ
シ
カ
ト
モ
︑

毛
利
治
部
少
輔
ヲ
初
シ
テ
テ

(
マ
マ
)︑

宗
徒
ノ
大
名
ア
マ
タ
京
都
ノ
御
下

知
ニ
順
ヒ
ケ
レ
ハ
︑
此
人
々
ノ
モ
ト
エ
京
ヨ
リ
御
教
書
ヲ
被
下
ケ

ル
︒︵
略
︶
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※
異
同

 

﹇
足
利
季
世
記
﹈
①
澄
之
最
後
之
事　

②
天
下
ワ
カ
マ
ヽ
ニ

 

﹇
歴
代
記
﹈
Ａ
︵
右
①
に
同
じ
︶　

Ｂ
︵
右
②
に
同
じ
︶

【
例
２
】
三
好
之
長
と
澄
元
の
死
去
、
高
国
の
栄
華　

事
カ
キ
リ
ナ
シ
︒
防
州
ニ
御
座
ス
義
材
︑
此
由
ヲ
聞
テ
大
ニ
悦
ヒ
︑

国
々
ノ
味
方
ヲ
集
メ
御
出
張
ノ
用
意
ア
リ
︒
中
国
・
九
州
︑
大
方
味

方
ニ
参
ル
ト
イ
ヘ
共
︑
毛
利
治
部
少
輔
ヲ
始
メ
︑
宗
徒
ノ
大
名
京
都

ノ
御
下
知
ニ
随
フ
︒
此
人
々
ノ
許
ヘ
京
都
ヨ
リ
御
書
ヲ
賜
リ
ケ
ル
︒

︵
略
︶

　
　

澄
之
最
期
事
付
義
材
上
洛
還
任
事

三
好
筑
前
守
之
長
ハ
︑
六
郎
殿
ヲ
御
供
申
シ
︑
江
州
甲
賀
ノ
谷
ニ
山

中
新
左
衛
門
ヲ
憑
ミ
テ
在
ケ
ル
カ
︑
︙
︙

　
　
①
Ａ
澄
之
最
後

香
西
・
薬
師
寺
相
談
シ
テ
︑
丹
波
ヨ
リ
九
郎
澄
之
ヲ
迎
ト
リ
︑
管
領

ト
ア
フ
キ
右
京
大
夫
ニ
移
ス
︒
是
ハ
九
条
殿
ノ
御
子
ナ
レ
ハ
︑
上
一

人
ヨ
リ
初
メ
︑
公
家
・
武
家
ノ
モ
テ
ナ
シ
奉
ル
コ
ト
カ
キ
リ
ナ
シ
︒

香
西
又
六
・
薬
師
寺
三
郎
左
衛
門
権
ヲ
取
リ
︑
②
Ｂ
天
下
ヲ
皆
雅
意

ヲ
以
テ
振
舞
ケ
リ
︒
カ
ク
テ
五
十
余
日
ヲ
過
ケ
ル
ニ
︑
三
好
之
長
︑

六
郎
殿
ヲ
御
供
申
シ
︑
江
州
甲
賀
谷
ニ
山
中
新
左
衛
門
ヲ
憑
ミ
テ

︙
︙

﹇
別
本
両
家
記
﹈

六
月
十
日
︑
阿
州
ニ
テ
︵
澄
元
は
︶
遂
ニ
空
ク
成
玉
フ
︒
真
乗
院
ト

申
ケ
ル
︒
様
々
医
術
ヲ
尽
シ
ケ
レ
共
︑
其
験
ナ
カ
リ
ケ
ル
コ
ソ
悲
シ

ケ
レ
︒
行
年
廿
五
歳
ト
ソ
聞
ヘ
シ
︒

　
　

将
軍
家
与
高
国
不
和
事

﹇
三
部
軍
記
﹈

イ
ロ
〳
〵
養
生
ア
リ
ケ
レ
ト
モ
︑
定
業
ノ
悲
サ
ハ
終
ニ
平
癒
ナ
ク
シ

テ
︑
同
六
月
十
日
︑
阿
州
ニ
テ
空
ク
成
玉
フ
︒
号
二
真
乗
院
ト一
シ
テ
︑

行
年
廿
五
歳
ト
ソ
聞
ヘ
シ
︒
三
好
討
レ
︑
澄
元
サ
ヘ
カ
ク
成
玉
ヘ

ハ
︑
高
国
一
統
シ
テ
︑
威
勢
万
人
ノ
上
ニ
①
盛
リ
テ
︑
門
葉
ニ
モ
肩

雙
ブ
ル
人
モ
ナ
シ
︒
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※
異
同

 

﹇
足
利
季
世
記
﹈
①
イ
キ
ヲ
ヒ
門
葉　

②
公
方
義
植
(
マ
マ
)ト
高
国
不
和
之
事

 

③
ト
相
談
ア
リ
又
武
芸
ヲ
心
ロ
カ
ケ
射
礼
ノ
法
ヲ
中
興
シ

 

④
ト
リ
行
ヒ　
︵
③
は
脱
文
か
︶

 

﹇
歴
代
記
﹈
該
当
す
る
箇
所
が
存
在
せ
ず

　

傍
線
部
が
表
す
こ
と
は
︑
両
者
と
も
同
一
で
あ
る
︒︻
例
１
︼
は
﹁
細
川
政
元
を
殺
害
し
た
の
ち
︑
細
川
京
兆
家
内
衆
の
香
西
元
長
と
薬
師
寺

長
忠
が
相
談
し
︑
丹
波
に
い
た
九
郎
澄
之
を
招
き
後
継
者
に
決
定
︑
澄
之
は
九
条
家
の
子
息
で
あ
っ
た
か
ら
公
家
も
武
家
も
こ
れ
を
重
ん
じ
た
﹂

こ
と
︑︻
例
２
︼
は
﹁
三
好
之
長
が
京
都
で
討
た
れ
︑
細
川
澄
元
も
阿
波
で
没
し
た
今
︑
高
国
に
肩
を
並
べ
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
﹂
こ
と
を
述

べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
例
え
ば
︻
例
１
︼
の
文
脈
は
﹃
別
本
両
家
記
﹄
で
は
前
段
中
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
︑
他
で
は
全
て
章
段
を
改
め
て
の

ち
︑
掲
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
み
が
他
書
と
異
な
る
形
態
を
と
る
箇
所
は
複
数
見
出
さ
れ
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
特
殊
性

三
好
之
長
京
都
ニ
テ
討
レ
︑
京
兆
澄
元
阿
州
ニ
テ
逝
去
シ
ケ
レ
ハ
︑

今
ハ
頭
ヲ
指
出
ス
者
ナ
シ
︒
高
国
ノ
威
万
人
ノ
上
ニ
立
チ
︑
肩
ヲ
双

フ
ル
人
ナ
シ
︒
其
比
高
国
︑
和
歌
ノ
道
ニ
心
ヲ
寄
テ
︑
六
百
番
ノ
歌

合
興
行
ス
︒
伊
勢
国
司
北
畠
殿
ハ
高
国
ノ
聟
ナ
レ
ハ
︑
敷
嶋
ノ
道
ハ

此
人
ト
友
ナ
シ
玉
フ
︒
又
弓
馬
ノ
道
ヲ
興
シ
射
礼
ヲ
始
メ
方
式
ヲ
旧

ニ
復
シ
︑
子
息
六
郎
稙
国
ニ
命
シ
テ
上
ノ
馬
場
ニ
テ
犬
追
物
ヲ
執
行

ヒ
︑
小
笠
原
備
前
守
・
波
々
伯
部
源
次
郎
・
伴
出
羽
守
等
役
スレ
之
︒

サ
レ
ハ
︑
諸
人
首
ヲ
傾
ケ
︑
国
々
ノ
大
将
モ
彼
下
風
ニ
立
ン
事
ヲ
思

ヘ
リ
︒

　
　
②
公
方
与
高
国
不
和

其
比
高
国
︑
和
歌
ノ
道
ニ
心
カ
ケ
︑
六
百
番
ノ
歌
合
興
行
ス
︒
伊

勢
国
司
北
畠
左
中
将
殿
︑
高
国
ノ
聟
ナ
レ
ハ
︑
同
此
人
③
子
息
六
郎

稙
国
ニ
命
シ
テ
上
ノ
馬
場
ニ
テ
犬
追
物
ヲ
ソ
④
行
ヒ
︑
小
笠
原
備
前

守
・
波
々
伯
部
源
次
郎
・
伴
出
羽
守
等
役
之
ケ
リ
︒
サ
レ
ハ
︑
諸
人

首
ヲ
カ
タ
ム
ケ
響
ヲ
ナ
シ
︑
国
々
ノ
大
将
達
モ
カ
ノ
家
風
ヲ
ソ
ノ
ゾ

ミ
ケ
リ
︒
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を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

三
─
二
　
序
文

　
︽
三
部
軍
記
︾
群
の
う
ち
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
を
除
く
三
書
は
い
ず
れ
も
︑﹁
聖
徳
太
子
ノ
コ
ヽ
ヲ
切
レ
カ
シ
コ
ヲ
断
︑
子
孫
有
セ
シ
ト
宣
ヒ
シ

モ
思
当
ル
事
ア
リ
︒
ア
マ
リ
子
孫
多
ク
︑
兄
弟
権
ヲ
争
ヒ
︑
其
家
ヲ
亡
ス
基
ヒ
ナ
リ
︙
︙
﹂
と
始
ま
る
序
文
を
有
し
て
い
る
︒
系
統
に
よ
っ
て
多

少
の
異
同
が
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
︑
源
頼
朝
の
二
子
が
争
っ
た
こ
と
︑
室
町
幕
府
の
分
裂
の
こ
と
︑
摂
関
家
が
分
か
れ
﹁
五
摂
家
﹂
の

状
態
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
︑﹁
兄
弟
が
多
く
い
る
こ
と
は
一
家
の
滅
亡
に
繫
が
る
﹂
と
の
見
解
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
成
立
の
流
れ
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
こ
の
序
文
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
︒

　

ま
ず
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
み
が
こ
の
序
文
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
先
出
性
を
想
定
で
き
る
︒

　

続
い
て
︑
こ
の
序
文
の
後
半
に
﹁
今
澄
元
ト
高
国
ト
二
方
ニ
ナ
リ
︑
諸
人
双
方
ニ
成
︑
是
ヲ
立
ン
ト
シ
テ
︑
カ
ヤ
ウ
ニ
乱
ノ
基
ト
成
ル
﹂
と
あ

る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
序
文
に
は
細
川
政
元
の
後
継
者
の
座
を
め
ぐ
り
激
し
く
争
っ
た
細
川
澄
元
と
高
国
を
呼
び
出
す
狙
い
が

あ
る
︑
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒
特
に
高
国
は
︽
三
部
軍
記
︾
群
で
は
主
人
公
格
と
も
い
え
る
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
﹁
高

国
記
﹂
の
最
終
段
で
は
高
国
の
死
お
よ
び
そ
の
生
前
の
事
績
が
回
顧
さ
れ
賞
賛
さ
れ
る
︒︽
三
部
軍
記
︾
群
に
お
い
て
追
悼
話
群
と
も
呼
べ
る
記

述
が
用
意
さ
れ
る
の
は
高
国
の
み
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
高
国
の
滅
亡
と
対
応
す
る
こ
の
序
文
は
﹃
足
利
季
世
記
﹄
で
は
な
く
︑
三
巻
構
成
の

﹃
三
部
軍
記
﹄
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
﹃
三
部
軍
記
﹄
は
﹃
足
利
季
世
記
﹄﹃
歴
代
記
﹄
に
先
行
す
る

も
の
と
把
握
さ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
序
文
の
書
き
出
し
に
注
目
す
る
と
︑
こ
れ
が
﹃
徒
然
草
﹄
第
六
段
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒

聖
徳
太
子
の
御
墓
を
か
ね
て
つ
か
せ
給
け
る
時
も
︒
こ
こ
を
き
れ
か
し
こ
を
た
て
︒
子
孫
あ
ら
せ
じ
と
思
ふ
也
と
侍
り
け
る
と
か
や
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︵
清
濁
・
句
点
は
烏
丸
本
に
拠
る
︶

﹃
徒
然
草
﹄
の
流
布
と
権
威
化
に
は
︑
早
く
と
も
慶
長
年
間
の
古
活
字
版
の
刊
行
を
待
つ
必
要
が
あ
る(13)
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
序
文
が
新
た
に
付

さ
れ
た
時
期
─
﹃
三
部
軍
記
﹄
の
形
態
が
確
立
さ
れ
た
時
期
は
江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

三
─
三
　
故
事
の
引
用 

【
例
３
】
明
応
の
政
変
に
て
捕
ら
え
ら
れ
た
足
利
義
稙
を
、「
遁
世
者
」
が
逃
が
す
場
面

﹇
別
本
両
家
記
﹈

公
方
家
︑
頓
テ
彼
尼
御
前
ト
一
ツ
乗
物
ニ
メ
サ
レ
︑
篭
ノ
中
ヲ
忍
出

テ
北
国
ヘ
落
サ
セ
玉
ヒ
︑
畠
山
修
理
大
夫
・
椎
名
・
神
保
ヲ
御
頼

ミ
︑
越
中
国
放
生
津
ヘ
下
着
ア
リ
︒
彼
遁
世
者
ハ
公
方
家
ノ
落
サ
セ

玉
フ
ヲ
隠
シ
︑
日
々
御
膳
ヲ
上
ケ
︑
公
方
家
ノ
御
座
ア
ル
コ
ト
ク
ニ

モ
テ
ナ
シ
御
物
語
ナ
ン
ト
シ
テ
十
日
計
過
ケ
ル
カ
︑
後
ニ
ハ
人
々
知

テ
ケ
ル
︒
紀
伊
守
聞
テ
大
ニ
驚
キ
︑
此
者
知
ヌ
事
ア
ラ
シ
ト
遁
世
者

ヲ
捕
ヘ
様
々
拷
問
シ
ケ
レ
共
落
サ
レ
ハ
︑
後
ニ
ハ
河
原
ヘ
引
出
シ
首

ヲ
刎
ケ
ル
︒

﹇
三
部
軍
記
﹈

公
方
︑
ヤ
カ
テ
カ
ノ
伯
母
君
ト
一
ツ
乗
物
ニ
メ
シ
テ
︑
籠
ヲ
御
出
ア

リ
テ
北
国
ヘ
落
サ
セ
玉
フ
︒
中
ニ
モ
︑
畠
山
修
理
大
夫
・
椎
名
・
神

保
ヲ
頼
ミ
テ
︑
越
中
国
放
生
津
ヘ
下
着
ア
ル
︒
遁
世
者
御
落
ア
ル
ヲ

隠
シ
奉
リ
︑
日
々
御
座
ノ
如
ク
御
膳
ヲ
上
ケ
テ
︑
独
リ
御
物
語
ナ
ト

申
ケ
レ
ト
モ
︑
十
日
計
過
ケ
レ
ハ
自
然
ト
人
ノ
Ａ
知
リ
テ
ケ
ル
︒［
昔

シ
、
鎌
倉
ニ
テ
頼
朝
卿
ノ
御
代
ニ
、
志
水
殿
ト
申
ハ
、
木
曽
義
仲

ノ
御
子
ナ
リ
。
人
質
ノ
為
ニ
鎌
倉
ニ
御
座
有
ケ
ル
。
木
曽
殿
御
打

死
ノ
後
、
木
曽
殿
ノ
御
子
息
ナ
レ
ハ
召
コ
メ
奉
リ
ケ
ル
ヲ
、
女
房

ノ
姿
ニ
成
リ
落
チ
玉
ヒ
ケ
ル
ニ
、
御
乳
母
子
海
野
幸
氏
一
人
御
座

ノ
座
敷
ニ
残
リ
居
テ
、
独
リ
物
語
ヲ
申
シ
、
独
リ
双
六
ヲ
打
ケ
リ
。

外
所
ノ
人
ハ
志
水
殿
ノ
御
座
ト
ノ
ミ
思
ヒ
ケ
ル
。
程
ヘ
テ
ア
ラ
ハ
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※
異
同

 

﹇
足
利
季
世
記
﹈ 

①
ト
ラ
ヘ　

②
後
ニ
ハ　

 

﹇
歴
代
記
﹈ 

Ａ 

知
リ
ニ
ケ
ル　

Ｂ
︵
ナ
シ
︶　

Ｃ
︵
右
②
に
同
じ
︶

﹇ 

﹈
内
が
故
事
引
用
部
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
木
曾
義
仲
の
嫡
子
で
︑
頼
朝
に
人
質
と
し
て
送
ら
れ
て
い
た
﹁
清
水
冠
者
﹂︵
木
曾
義
高
︶
が

密
か
に
鎌
倉
を
脱
出
す
る
間
︑
腹
心
の
海
野
幸
氏
が
﹁
独
リ
物
語
﹂
を
す
る
な
ど
し
て
監
視
の
目
を
欺
い
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
る(14)
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
広
く
知
ら
れ
る
故
事
を
引
用
し
︑
物
語
の
登
場
人
物
が
置
か
れ
た
状
況
︑
感
情
を
効
果
的
に
描
出
す
る
方
法
は
︽
三
部
軍
記
︾

群
に
お
い
て
は
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
頻
度
は
﹃
別
本
両
家
記
﹄
と
そ
れ
以
外
と
で
差
が
あ
り
︑
現
に
︑
右
に
引
用
し
た
箇

所
は
﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
存
在
し
な
い
︒

三
─
四
　
逸
話
的
側
面
へ
の
興
味

【
例
４
】
細
川
政
元
の
異
常
性
に
つ
い
て

レ
、
幸
氏
メ
シ
ト
ラ
レ
テ
ケ
リ
。
加
様
ノ
先
例
ヲ
思
ヒ
、
カ
ノ
遁

世
者
モ
カ
ク
計
ヒ
申
シ
ケ
ル
。］
Ｂ
波
々
伯
部
紀
伊
守
︑
此
入
道
ヲ
①

虜
サ
マ
〳
〵
問
ケ
レ
ト
モ
落
サ
リ
シ
ヲ
②
Ｃ
河
原
ヘ
引
出
シ
テ
首
ヲ

キ
リ
テ
ケ
リ
︒

﹇
別
本
両
家
記
﹈

京
都
ノ
管
領
細
川
右
京
大
夫
政
元
ハ
︑
魔
法

ヲ
修
シ
︑
飯
縄
法
︑
愛
宕
法
ヲ
行
ヒ
︑
四
十

﹇
三
部
軍
記
﹈

京
管
領
細
川
右
京
大
夫
政
元
ハ
︑
四
十
歳
ノ

比
マ
テ
女
人
禁
制
ニ
テ
︑
魔
法
︑
飯
綱
ノ
法

﹇
歴
代
記
﹈

京
管
領
細
川
右
京
大
夫
政
元
ハ
︑
四
十
歳
計

ニ
至
ル
マ
テ
女
人
禁
制
ニ
テ
︑
飯
綱
ノ
法
︑
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※
異
同　
﹇
足
利
季
世
記
﹈
①
ア
タ
コ
ノ
法　

②
如
シ　

③
時
分

　

細
川
政
元
が
修
験
道
に
熱
中
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
他
の
軍
記
物
語
類
に
も
広
く
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
魔
法
﹂
に
よ
り
政
元
が
﹁
空
中
ニ

立
﹂
つ
術
を
体
得
し
て
い
た
︑
と
い
う
脚
色
を
施
す
の
は
︑
管
見
の
限
り
﹃
三
部
軍
記
﹄
が
最
初
で
あ
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
後
続
の
﹃
足

利
季
世
記
﹄﹃
歴
代
記
﹄︑
ま
た
﹃
公
方
両
将
記
﹄﹃
重
編
応
仁
記
﹄
に
も
現
れ
る
が
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
︵﹃
公
方
両
将
記
﹄
と

︽
三
部
軍
記
︾
群
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
︶︒

　

ま
た
︑
畠
山
政
長
の
自
害
後
︑
再
起
を
図
る
畠
山
尚
順
︵
初
名
尚
慶
︑
政
長
嫡
男
︶
の
家
臣
﹁
木
沢
﹂
の
こ
と
を
語
る
章
が
︽
三
部
軍
記
︾
群

各
書
に
み
ら
れ
る
︒
こ
の
章
段
の
名
称
も
﹃
別
本
両
家
記
﹄
と
そ
れ
以
外
で
異
な
っ
て
い
る
︒﹃
別
本
両
家
記
﹄
は
章
題
名
を
﹁
畠
山
尚
慶
帰
河

州
事
﹂
と
作
る
の
に
対
し
︑﹃
三
部
軍
記
﹄
は
﹁
雪
敲
之
事
﹂︑﹃
足
利
季
世
記
﹄﹃
歴
代
記
﹄
は
﹁
雪
タ
ヽ
キ
ノ
事
﹂
と
す
る
︒
な
お
﹁
雪
た
た

き
﹂
と
の
呼
称
は
こ
の
章
の
筋
書
き
に
由
来
す
る(15)
︒

　

章
段
名
を
﹁
畠
山
尚
慶
帰
河
州
事
﹂
と
す
る
﹃
別
本
両
家
記
﹄
で
は
︑
の
ち
に
細
川
高
国
ら
と
と
も
に
足
利
義
稙
政
権
の
安
定
に
大
き
く
貢
献

す
る
畠
山
尚
順
が
︑
父
・
政
長
の
死
後
は
じ
め
て
本
拠
で
あ
る
河
内
国
に
帰
還
し
た
︑
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹃
三
部
軍
記
﹄

ノ
比
マ
テ
女
妃
ヲ
禁
シ
︑
或
ハ
経
ヲ
読
︑
陀

羅
尼
ヲ
誦
シ
︑
サ
ナ
カ
ラ
僧
体
修
験
道
ノ
輩

ニ
同
シ
︒
︙
︙
此
比
政
元
︑
魔
法
ヲ
修
ス
ル

コ
ト
盛
ニ
シ
テ
︑
後
ニ
ハ
御
心
モ
乱
︑
ウ

ツ
ヽ
ナ
キ
事
ナ
ト
宣
ヒ
ケ
ル
︒

①
ヲ
行
ヒ
︑
サ
ナ
カ
ラ
出
家
ノ
如
ク
又
山
伏

ノ
②
如
ク
ニ
シ
テ
︑
或
時
ハ
経
ヲ
ヨ
ミ
︑
多

羅
尼
ヲ
ヘ
ン
シ
ケ
レ
ハ
︑
見
ル
人
身
ノ
毛
モ

ヨ
タ
チ
ケ
ル
︒
︙
︙
此
③
時
ヨ
リ
政
元
︑
魔

法
ヲ
行
ヒ
玉
ヒ
︑
空
ニ
飛
上
リ
空
中
ニ
立
ナ

ト
シ
テ
不
思
議
ヲ
顕
シ
︑
後
ニ
ハ
御
心
モ

乱
︑
ウ
ツ
ヽ
ナ
キ
事
ナ
ト
宣
ヒ
ケ
ル
︒

愛
宕
ノ
法
ヲ
行
ヒ
玉
ヒ
ケ
レ
ハ
︑
︙
︙
此
時

分
ヨ
リ
政
元
︑
魔
法
行
ヒ
玉
ヒ
︑
空
エ
飛
上

リ
空
中
ニ
立
ナ
ト
シ
テ
︑
不
思
議
ノ
体
ヲ
ナ

シ
︑
ウ
ツ
ヽ
ナ
キ
事
ナ
ト
宣
ヘ
ハ
︑
︙
︙
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以
下
は
︑
そ
の
筋
書
き
の
意
外
性
︑
木
沢
の
剛
胆
さ
な
ど
に
注
目
し
︑
章
段
名
に
﹁
雪
た
た
き
﹂
を
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
主
眼
を
ど

こ
に
置
く
か
︑
と
い
う
点
で
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
と
比
べ
﹃
三
部
軍
記
﹄
以
下
は
よ
り
逸
話
的
要
素
へ
の
興
味
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
三
─
五
　
小
括

　

以
上
の
よ
う
に
︑
記
述
す
る
時
代
・
こ
と
が
ら
は
一
致
し
て
い
な
が
ら
も
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
と
そ
の
他
の
軍
記
物
語
で
は
︑
テ
キ
ス
ト
や
構

造
に
微
妙
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
︵
三
︱
一
︶︒
ま
た
︑
単
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
に
留
ま
ら
ず
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
み
︑
序
文
を
も
た
な
い

︵
三
︱
二
︶︑
故
事
を
引
用
し
な
い
︵
三
︱
三
︶︑
脚
色
・
逸
話
化
が
未
進
行
︵
三
︱
四
︶
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
︒
両
者
間
で
文
章
の
順
序
が
入
れ

替
わ
っ
た
り
︑﹃
三
部
軍
記
﹄
以
下
で
文
章
が
増
補
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
の
現
象
が
︑
本
稿
で
挙
げ
な
か
っ
た
他
の
箇
所
に
も
多
く
見
ら
れ

て
い
る
︒
で
は
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
位
置
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
︒

　

序
文
よ
り
︑﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
の
成
立
が
﹃
足
利
季
世
記
﹄﹃
歴
代
記
﹄
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
︒
す
る
と
︑
記
述

す
る
年
代
を
同
じ
く
す
る
な
ど
﹃
三
部
軍
記
﹄
と
の
近
接
性
が
想
定
さ
れ
る
﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
位
置
は
︑

　

・﹃
三
部
軍
記
﹄
の
典
拠
と
な
っ
た

　

・﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
か
ら
生
ま
れ
た
一
系
統
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
他
系
統
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た

の
い
ず
れ
か
に
な
る
︒
妥
当
な
の
は
ど
ち
ら
か
︒

　

ま
ず
︑
既
に
述
べ
た
と
お
り
﹃
三
部
軍
記
﹄
は
﹃
徒
然
草
﹄
を
引
用
す
る
︒﹃
徒
然
草
﹄
は
︑
室
町
時
代
も
写
本
で
流
布
し
て
い
た
も
の
の
︑

そ
の
文
章
が
ほ
か
の
作
品
に
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
︑
慶
長
年
間
の
古
活
字
版
刊
行
︑
す
な
わ
ち
︑
誰
も
が
知
る
﹁
古
典
﹂
と
し
て
認
知

さ
れ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
よ
っ
て
︑
該
当
す
る
文
脈
を
有
し
な
い
﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
成
立
年
代
は
﹃
三
部
軍
記
﹄
の
そ
れ
よ
り
も
遡

る
と
推
定
さ
れ
る
︒
序
文
を
わ
ざ
わ
ざ
削
除
す
る
必
要
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
︒

　

ま
た
︑
前
に
﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
は
逸
話
的
側
面
へ
の
興
味
を
強
め
て
い
る
︑
と
指
摘
し
た
が
︑
実
際
は
﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
も
逸
話
的
要
素



─ 14─ （227）

は
多
少
︑
現
れ
て
い
る
︒
畠
山
政
長
自
害
の
場
面
で
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
︒

政
長
ハ
藤
四
郎
ノ
ウ
チ
刀
ニ
テ
腹
ヲ
切
玉
フ
ニ
︑
三
度
マ
テ
引
玉
ヘ
ト
モ
︑
曹
テ
切
レ
サ
リ
シ
カ
ハ
投
ヤ
リ
玉
フ
︒
側
ナ
ル
薬
研
ニ
当
リ
︑

薬
研
ヲ
ハ
裏
表
二
重
ヲ
徹
シ
ケ
ル
︒
扨
コ
ソ
薬
研
藤
四
郎
ト
ソ
申
ケ
ル
︒
重
代
ノ
刀
ニ
テ
主
ソ
惜
ケ
ル
カ
ト
宣
フ
処
ニ
︑
︙
︙

 

政
長
の
所
持
し
て
い
た
刀
が
﹁
薬
研
藤
四
郎
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
故
事
の
引
用
に
つ
い
て
も
︑

﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
は
︑

︵
薬
師
寺
与
二
︵
長
忠
︶
は
︶
与
一
ヲ
害
ケ
リ
︒
与
二
ニ
ハ
今
度
ノ
忠
賞
ト
シ
テ
桐
ノ
御
紋
ヲ
賜
リ
︑
摂
州
ノ
守
護
代
ニ
補
セ
ラ
ル
︒
源
義

朝
カ
父
ヲ
殺
ケ
ル
ニ
モ
不
劣
ト
爪
弾
ヲ
ソ
シ
タ
リ
ケ
ル
︒ 

︵
細
川
政
元
生
害
事
︶

と
い
う
よ
う
な
文
脈
や
︑

若
槻
伊
豆
守
頼
久
︑
我
身
ハ
老
人
也
︑
余
命
幾
程
モ
ア
ラ
シ
︑
此
城
ヲ
枕
ト
シ
テ
死
ナ
ン
ト
残
留
リ
︑
源
三
位
頼
政
カ
老
後
ノ
自
害
ヲ
思
出

シ
︑
扇
ヲ
打
敷
テ

　
　

花
サ
カ
ヌ
今
ノ
浮
身
モ
古
モ
身
ノ
ナ
ル
果
ハ
カ
ワ
ラ
サ
リ
ケ
リ

ト
詠
シ
テ
腹
十
文
字
ニ
切
テ
死
ケ
リ
︒ 

︵
細
川
澄
元
摂
州
発
向
事
付
若
槻
伊
豆
守
討
死
事
︶

の
よ
う
な
実
例
が
見
ら
れ
る
︒

　

仮
に
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
が
後
出
で
あ
る
と
考
え
る
と
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
作
者
は
﹃
三
部
軍
記
﹄
に
み
ら
れ
て
い
た
序
文
︑
お
よ
び
逸
話
的
表
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現
・
故
事
引
用
の
一
部
の
み
を
削
除
す
る
と
い
う
方
針
を
取
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
観
が
あ

る
︒﹃
別
本
両
家
記
﹄
先
出
と
仮
定
し
た
上
で
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
既
に
み
ら
れ
た
表
現
技
法
が
﹃
三
部
軍
記
﹄
に
て
推
し
進
め
ら
れ
た
︑
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　

以
上
よ
り
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
は
﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
に
先
行
す
る
書
で
あ
る
︑
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
︒
記
述
す
る
時
代
・
こ
と
が
ら
は
一
致

し
て
い
な
が
ら
も
︑
テ
キ
ス
ト
や
構
造
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
︑
と
い
う
そ
の
実
態
か
ら
す
る
と
︑
あ
る
い
は
﹃
別
本
両
家
記
﹄
を
改
稿
す
る
形

で
﹃
三
部
軍
記
﹄
が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

既
述
の
と
お
り
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
は
後
世
ま
で
影
響
力
を
有
し
続
け
た
︒
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
の
母
体
と
な
っ
た
﹃
別

本
両
家
記
﹄
の
価
値
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

な
お
︑﹃
別
本
両
家
記
﹄
成
立
時
に
何
か
典
拠
と
な
る
軍
記
物
語
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
︑
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
が
︑
紙
幅
の

都
合
上
︑
別
稿
を
用
意
し
た
い
︒

四
　《
三
部
軍
記
》
群
と
周
辺
軍
記
物
語
と
の
関
係

　

前
章
で
は
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
内
に
て
﹃
別
本
両
家
記
﹄
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
で
は
︑
先
行
研
究
に
て
﹃
三
部
軍
記
﹄
や
﹃
足

利
季
世
記
﹄
の
母
体
と
さ
れ
た
﹃
公
方
両
将
記
﹄
は
︑
改
め
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
た
い
︒

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
と
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄︑
お
よ
び
後
続
作
品
で
あ
る
﹃
重
編
応
仁
記
﹄
内
﹃
応
仁
後
記
﹄︵﹃
重
編

応
仁
記
﹄
は
︑﹃
応
仁
前
記
﹄﹃
応
仁
広
記
﹄﹃
応
仁
後
記
﹄﹃
続
応
仁
後
記
﹄
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
る
︶
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
﹇
表
２
﹈
に

一
覧
し
た
︒
該
当
す
る
記
述
が
あ
る
場
合
は
﹁
○
﹂
で
︑
か
つ
そ
の
記
述
内
容
が
概
ね
一
致
す
る
場
合
は
︑
一
致
す
る
も
の
同
士
を
﹁
◎
﹂
も
し

く
は
﹁
●
﹂
で
︑
記
述
が
無
い
場
合
は
﹁
─
﹂
で
示
し
た
︒
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［
表
２
］

主
な
で
き
ご
と

︽
三
部
軍
記
︾
群

巻
一
﹁
畠
山
記
﹂
該
当
部
分

①
序
文

︱

︱

◎

◎

◎

︱

②
応
仁
の
乱
の
顚
末

〇

◎

◎

◎

◎

〇

③
足
利
義
尚
の
学
問
好
尚
︒
義
尚
と
義
政
︑
飛
鳥
井
雅
康
と
の
和
歌
贈
答

●

︱

︱

︱

︱

●

④
義
尚
の
六
角
討
伐

●

◎

◎

◎

◎

●

⑤
義
尚
の
死

●

◎

◎

◎

◎

●

⑥
足
利
義
稙
の
将
軍
就
任
︒
義
政
︑
義
視
の
死

●

◎

◎

◎

◎

●

⑦
伊
勢
宗
瑞
の
戦
功

〇

◎

◎

◎

◎

〇

⑧
畠
山
政
長
の
自
害
︑
尚
順
の
脱
出

◎

◎

◎

◎

◎

〇

⑨
畠
山
家
の
由
来

︱

︱

︱

︱

︱

〇

⑩
足
利
義
稙
︑
能
登
国
に
落
ち
延
び
る
︒
足
利
義
澄
の
将
軍
就
任

●

◎

◎

◎

◎

●

公方両将記

別本両家記

三部軍記

足利季世記

歴代記

応仁後記
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⑪
畠
山
尚
順
の
再
起
︵﹁
雪
た
た
き
﹂
の
逸
話
︶

●

◎

◎

◎

◎

●

⑫
後
土
御
門
院
崩
御

●

︱

︱

︱

︱

●

⑬
細
川
政
元
の
大
和
侵
攻
︑﹁
鳥
屋
﹂
の
討
死

●

◎

◎

◎

︱

●

⑭
赤
沢
朝
経
︵
細
川
政
元
被
官
︶
の
近
江
侵
攻

〇

︱

︱

︱

︱

〇

巻
二
﹁
舟
岡
記
﹂
該
当
部
分

⑮
細
川
家
の
由
来

〇

︱

︱

︱

︱

〇

⑯
細
川
政
元
の
奇
行
︒
澄
之
・
澄
元
養
子
入
り
の
経
緯

〇

◎

◎

◎

◎

〇

⑰
薬
師
寺
元
一
︵
政
元
被
官
︶
の
謀
反

〇

◎

◎

◎

◎

〇

⑱
両
畠
山
和
睦
︒
赤
沢
の
大
和
侵
攻

〇

︱

︱

︱

︱

〇

⑲
政
元
︑
暗
殺
さ
れ
る
︒
赤
沢
の
敗
死
と
澄
之
の
家
督
相
続

◎

◎

◎

◎

◎

◎

⑳
澄
之
の
自
害

〇

◎

◎

◎

◎

〇

㉑
澄
元
の
放
逐
︑
細
川
高
国
の
家
督
相
続
︒
三
好
長
秀
の
自
害

〇

◎

◎

◎

◎

〇

㉒
池
田
筑
後
守
︵
澄
元
方
︶
の
活
躍

〇

◎

◎

◎

◎

︱

㉓
義
稙
の
将
軍
再
任
︒
義
稙
邸
へ
の
盗
賊
乱
入
事
件

◎

◎

◎

◎

◎

〇

㉔
諸
国
争
乱
の
こ
と
︒
長
尾
為
景
の
事
績

◎

◎

◎

◎

◎

︱

㉕
永
正
七
年
の
大
地
震

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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㉖
六
角
・
京
極
両
家
の
争
い

︱

︱

︱

︱

︱

〇

㉗
足
利
義
晴
・
義
維
の
誕
生

◎

◎

◎

◎

◎

〇

㉘
蘆
屋
川
原
の
戦
い

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㉙
六
角
定
頼
の
還
俗
と
足
利
義
稙
へ
の
出
仕

◎

〇

◎

◎

◎

◎

㉚
舟
岡
山
の
戦
い
︒
戦
功
に
よ
り
大
内
義
興
が
管
領
に
就
任

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㉛
六
角
定
頼
︑
有
力
国
人
の
九
里
氏
を
滅
ぼ
す

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㉜
今
川
氏
親
と
斯
波
義
達
の
闘
争

〇

︱

︱

︱

︱

〇

㉝
朝
倉
教
景
の
躍
進
の
こ
と
︒
大
内
義
興
帰
国

●

◎

◎

◎

◎

●

㉞
大
内
家
の
由
来

︱

︱

︱

︱

︱

〇

㉟
池
田
三
郎
五
郎
︵
澄
元
方
︶
の
反
抗

◎

◎

◎

◎

◎

◎

巻
三
﹁
高
国
記
﹂
該
当
部
分

㊱
越
水
城
の
戦
い

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㊲
若
槻
伊
豆
守
お
よ
び
伊
丹
・
野
間
の
自
害
︵
い
ず
れ
も
高
国
方
︶

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㊳
等
持
院
の
戦
い
︒
三
好
之
長
の
自
害

●

◎

◎

◎

◎

●

㊴
六
角
高
頼
︑
細
川
澄
元
の
死

◎

◎

◎

◎

◎

◎

㊵
高
国
の
管
領
就
任
︑
高
国
の
事
績

◎

◎

◎

◎

〇

◎
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右
よ
り
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
は
︽
三
部
軍
記
︾
群
に
比
べ
て
多
く
の
独
自
記
事
を
有
し
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
が
再
び
現
れ
る
作
品
と
し
て
は

﹃
重
編
応
仁
記
﹄
内
﹃
応
仁
後
記
﹄
が
挙
が
る
こ
と
が
わ
か
る(16)
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
独
自
記
事
に
は
︑
足
利
義
尚
と
義
政
ら
の
和
歌
贈
答
︵
③
︶︑﹃
樵
談
治
要
﹄
が
書
か
れ
た
こ
と
︵
③
︶︑
飛
鳥

井
雅
康
︵
正
し
く
は
雅
親
︶
の
義
尚
追
悼
の
歌
︵
⑤
︶︑
三
浦
道
寸
や
斯
波
義
達
の
動
向
に
関
す
る
記
事
︵
㉜
︶︑
細
川
家
を
初
め
と
す
る
各
家
の

略
歴
︵
⑮
︶
な
ど
︑
広
範
な
文
献
博
捜
が
必
要
と
な
る
も
の
が
多
い
︒﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
成
立
も
ま
た
︑
一
六
世
紀
中
で
は
な
く
版
本
が
普
及

㊶
高
国
と
義
稙
の
関
係
悪
化
︑
義
稙
が
京
を
追
わ
れ
る

︱

◎

◎

◎

〇

︱

㊷
義
稙
の
死
︑
高
国
の
家
督
譲
渡
︑
稙
国
︵
高
国
嫡
男
︶
の
死

︱

◎

◎

◎

◎

︱

㊸
細
川
尹
賢
︑
香
西
元
盛
を
謀
殺

︱

◎

◎

◎

〇

︱

㊹
波
多
野
元
清
・
柳
本
賢
治
︑
高
国
に
反
旗
を
翻
す

︱

◎

◎

◎

〇

︱

㊺
畠
山
尚
順
︑
高
屋
城
を
攻
め
た
柳
本
を
撃
退

︱

◎

◎

◎

︱

︱

㊻
朝
倉
勢
の
奮
戦

︱

◎

◎

◎

◎

︱

㊼
高
国
と
足
利
義
晴
︑
近
江
へ
落
ち
る

︱

◎

◎

◎

◎

︱

㊽
浦
上
村
宗
︑
高
国
に
助
力
す
る
︒
中
嶋
の
戦
い

︱

◎

◎

◎

◎

︱

㊾
大
物
崩
れ

︱

◎

◎

◎

◎

︱

㊿
高
国
︑
捕
縛
さ
れ
自
害

︱

◎

◎

◎

◎

︱

51

高
国
の
生
前
の
功
績
を
称
え
る

︱

◎

◎

◎

︱

︱
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す
る
江
戸
期
に
求
め
ら
れ
よ
う
︒

　

一
方
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
と
形
態
が
類
似
す
る
﹃
重
編
応
仁
記
﹄
で
は
︑
テ
キ
ス
ト
が
近
し
い
の
み
な
ら
ず
︑
共
通
の
誤
謬
︵
飛
鳥
井
雅
親
を

一
貫
し
て
弟
・
雅
康
と
取
り
違
え
る
な
ど
︶
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒﹃
公
方
両
将
記
﹄
と
最
も
近
し
い
作
品
は
︑︽
三
部
軍
記
︾
群

で
は
な
く
﹃
重
編
応
仁
記
﹄
な
の
で
は
な
い
か
︒﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
成
立
時
期
は
﹁
永
禄
年
間
よ
り
も
後
﹂︵
戦
国
軍
記
事
典
︶︑﹁︵
稿
者
注
:

永
禄
年
間
よ
り
︶
成
立
時
期
を
今
少
し
早
く
考
え
て
も
よ
い(17)
﹂
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
︑
一
七
世
紀
後
半
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
べ
き
か
と
考
え

る
︒

　

さ
ら
に
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
記
述
を
精
査
す
る
と
︑﹁﹁
雪
た
た
き
﹂
と
い
う
章
題
名
﹂﹁
細
川
政
元
の
空
中
浮
遊
へ
の
言
及
﹂﹁
木
曾
冠
者
と

海
野
幸
氏
の
逸
話
﹂
な
ど
が
見
出
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
既
に
述
べ
た
﹁﹃
別
本
両
家
記
﹄
に
は
見
え
ず
︑﹃
三
部
軍
記
﹄
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
要
素
﹂
が
﹃
公
方
両
将
記
﹄
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

以
上
よ
り
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
の
母
体
は
﹃
公
方
両
将
記
﹄
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
︒﹃
公
方
両
将
記
﹄
が
後
出
で
あ
る
︒

　

で
は
﹃
公
方
両
将
記
﹄
と
は
い
か
な
る
軍
記
物
語
な
の
か
︒
稿
者
は
こ
れ
を
︑
武
家
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
︑
史
実
に

取
材
し
軍
記
物
語
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
一
種
の
教
育
書
で
あ
る
と
考
え
る
︒

　
﹃
公
方
両
将
記
﹄
に
は
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
に
は
見
ら
れ
な
い
次
の
五
つ
の
基
本
的
性
格
・
思
想
が
看
取
さ
れ
る
︒

ア　
﹁
忠
﹂
を
重
ん
じ
︑
忠
義
を
守
る
武
将
を
賞
賛
す
る
一
方
︑
忠
義
心
を
忘
れ
驕
り
高
ぶ
っ
た
人
物
に
は
必
ず
敗
北
︑
死
が
待
っ
て
い
る
︑

と
い
う
基
本
原
理

イ　

為
政
者
の
資
質
と
し
て
﹁
文
学
愛
好
﹂﹁
礼
法
・
武
芸
の
熟
達
﹂﹁
理
非
分
明
た
る
政
治
姿
勢
﹂
の
三
要
素
を
挙
げ
る

ウ　

上
位
者
︵
将
軍
︑
主
君
︑
親
︶
の
尊
重

エ　

歴
史
叙
述
の
充
実

オ　

意
味
の
通
じ
づ
ら
い
文
章
︑
誤
文
の
修
正
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実
例
は
煩
瑣
に
な
る
た
め
挙
げ
な
い
が
︑
右
の
五
つ
の
要
素
は
全
編
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
︒﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
作
者
は
︑
こ
れ
ら
の
要
素

を
テ
キ
ス
ト
に
織
り
込
む
必
要
が
あ
っ
た
─
す
な
わ
ち
︑
忠
義
心
︑
為
政
者
と
し
て
の
資
質
︑
あ
る
い
は
歴
史
上
の
で
き
ご
と
を
﹁
読
者
﹂
に

享
受
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
︒
同
時
に
︑
作
者
は
多
く
の
関
連
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
︑
文
筆
に
通
じ
て
も
い
る
人
物
で
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
軍
記
物
語
を
通
し
て
子
弟
へ
の
歴
史
・
道
徳
教
育
の
効
果
を
狙
っ
た
︑
武
家
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
で
あ
る
︑
と
想
定
で
き
よ
う
か
︒

五
　
お
わ
り
に
　
─
《
三
部
軍
記
》
群
を
ど
う
評
価
す
る
か
─

　

以
上
︑
本
稿
で
は
︽
三
部
軍
記
︾
群
と
い
う
視
点
を
導
入
し
︑
類
書
群
を
構
成
す
る
諸
作
品
を
比
較
整
理
し
︑
そ
の
展
開
に
つ
い
て
の
考
察
を

試
み
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
れ
ま
で
﹃
細
川
両
家
記
﹄
と
混
同
さ
れ
て
い
た
一
部
伝
本
を
﹃
別
本
細
川
両
家
記
﹄
と
し
て
区
別
す
べ
き
こ
と
︑
そ
し

て
﹃
別
本
両
家
記
﹄
を
︽
三
部
軍
記
︾
群
の
原
初
に
比
定
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
︒
ま
た
︑﹃
公
方
両
将
記
﹄
と
﹃
足
利
季
世
記
﹄
の

関
係
は
再
考
す
べ
き
こ
と
が
判
明
し
︑
こ
れ
に
従
っ
て
﹁
先
行
作
品
の
改
竄
品
﹂
と
さ
れ
て
き
た
﹃
足
利
季
世
記
﹄
へ
の
評
価
も
︑
改
め
る
べ
き

も
の
と
な
っ
た
︒

　
︽
三
部
軍
記
︾
群
は
︑
細
川
家
以
外
の
諸
勢
力
─
畿
内
情
勢
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
六
角
︑
朝
倉
︑
大
内
︑
そ
し
て
足
利
将
軍
家
─

の
動
向
も
交
え
︑
一
六
世
紀
畿
内
を
描
出
し
た
最
初
の
戦
国
軍
記
で
あ
っ
た
︑
と
い
え
る
︒
例
え
ば
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
同
様
︑
明
応
年
間
以
降

の
畿
内
を
描
く
軍
記
物
語
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
細
川
両
家
記
﹄
は
︑
細
川
家
を
中
心
と
し
た
歴
史
叙
述
を
意
識
的
に
行
う
傾
向
に
あ
る
︒
し
た
が

っ
て
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
将
軍
の
死
す
ら
も
触
れ
ら
れ
な
い
︒﹃
細
川
両
家
記
﹄
と
︽
三
部
軍
記
︾
群
の
記
述
方
針
お
よ
び
視
座
に
は
︑
大
い
に

懸
隔
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
︒

　

そ
し
て
︑
前
述
の
通
り
︽
三
部
軍
記
︾
群
の
テ
キ
ス
ト
は
日
本
全
国
に
散
ら
ば
り
︑
主
に
大
名
や
そ
の
家
臣
た
ち
︑
藩
校
な
ど
武
家
の
蔵
書
と

な
っ
た
︒
そ
こ
で
は
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
が
︑
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
た
り
︑
歴
史
を
学
ん
だ
り
す
る
材
料
と
な
り
え
た
で
あ
ろ

う
︒
さ
ら
に
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
は
史
書
と
し
て
影
響
力
を
有
し
︑﹃
重
編
応
仁
記
﹄
と
い
う
版
本
を
産
み
出
す
基
と
も
な
っ
た
︒﹃
別
本
両
家
記
﹄
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に
起
こ
り
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
と
い
う
形
態
へ
と
多
様
に
発
展
す
る
中
で
完
成
さ
れ
た
一
六
世
紀
前
半
の
畿
内
史
は
︑
こ
う
し
て
継
承
さ
れ
︑
よ

り
広
範
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

附
記　

本
論
中
の
主
要
な
文
献
の
底
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
別
本
細
川
両
家
記
﹄
︙
聖
藩
文
庫
本
︵
34
︶︒﹃
三
部
軍
記
﹄
︙
書
陵
部
本
︵
22
︶︒﹃
足
利

季
世
記
﹄
︙
改
定
史
籍
集
覧
一
三
︵
臨
川
書
店
︑
一
九
八
四
年
︶︒﹃
歴
代
記
﹄
︙
京
大
本
︵
19
︶︒
括
弧
内
の
番
号
は
注
の
伝
本
一
覧
に
準
拠
︒
ま

た
︑
引
用
に
あ
た
っ
て
私
に
句
読
点
を
附
し
︑
通
行
の
字
体
に
改
め
た
︒
な
お
︑
聖
藩
文
庫
本
﹃
別
本
両
家
記
﹄
の
翻
刻
を
後
日
報
告
予
定
で
あ
る
︒

資
料
の
閲
覧
調
査
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
所
蔵
先
の
諸
機
関
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

註(1) 

た
だ
し
︑
彰
考
館
本
︑
島
原
松
平
文
庫
本
等
に
﹁
一
部
の
巻
が
明
暦
の
大
火
︵
一
六
五
七
︶
に
て
焼
失
し
た
﹂
と
の
旨
の
識
語
が
あ
る
た
め
︑
成
立
下

限
は
一
六
五
〇
年
頃
に
求
め
ら
れ
る
︒

(2) 

佐
藤
陸
氏
﹁﹃
応
仁
記
﹄
以
後
─
も
う
一
つ
の
年
代
軍
記
─
﹂﹁﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
周
辺
﹂﹁﹃
三
闘
記
﹄
と
﹃
季
世
記
﹄
の
先
後
﹂﹃
義
経
記
と
後

記
軍
記
﹄
双
文
社
︑
一
九
九
九
年

(3) 

前
述
の
通
り
︑︽
三
部
軍
記
︾
群
の
伝
本
に
関
し
︑﹃
国
書
総
目
録
﹄
の
記
述
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
足
利
季
世
記
﹂
項
に
見
ら
れ
て
い

る
﹁
京
都
大
学
図
書
館
本
︵
四
冊
本
︶﹂
は
︑
今
回
の
調
査
に
当
た
っ
て
Ｂ
﹃
歴
代
記
﹄
系
統
に
属
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
︑
Ｃ
﹃
三
部
軍
記
﹄

系
統
は
統
一
書
名
を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
﹁
畠
山
記
﹂﹁
舟
岡
記
﹂﹁
高
国
記
﹂
の
各
項
目
に
分
断
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑﹁
舟
岡
記
﹂
項
に
は
﹃
三
部
軍

記
﹄
系
統
と
は
ま
た
異
な
る
作
品
で
あ
る
﹃
舟
岡
山
軍
記
﹄
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

(4) 

以
下
︑
各
系
統
に
属
す
る
伝
本
を
一
覧
す
る
︵
記
載
事
項
は
順
に
︑
所
蔵
機
関
名
／
函
架
番
号
／
巻
・
冊
数
／
書
写
年
代
／
備
考
︶︒
実
見
に
及
ん
で
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い
な
い
伝
本
に
関
し
て
も
︑
判
明
す
る
範
囲
で
函
架
番
号
を
記
し
︑
利
便
を
図
る
こ
と
と
す
る
︒

 
﹃
足
利
季
世
記
﹄
系
統
伝
本
︵
計
一
五
点
︶

１ 
秋
田
県
立
図
書
館
／
二
一
︱
ゴ
ウ
ド
・
三
一
〇
／
八
巻
七
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
秋
田
史
館
旧
蔵

２ 

山
形
大
学
付
属
図
書
館
／
Ａ
︱
七
一
二
︑
Ａ
︱
一
五
一
七

３ 

鶴
岡
市
立
図
書
館
／
雑
︱
一
／
一
巻
一
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
巻
八
の
み
︒
致
道
館
旧
蔵
︒
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
と
揃
い
を
成
す
︒

４ 

国
立
国
会
図
書
館
／
一
三
一
︱
一
四
／
七
巻
六
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
闕
巻
八
︒
致
道
館
旧
蔵
︒
鶴
岡
市
立
図
書
館
蔵
本
と
揃
い
を
成
す
︒

５ 

国
立
公
文
書
館
︵
内
閣
文
庫
︶
／
一
六
七
︱
八
八
／
八
巻
七
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
堀
直
格
旧
蔵

６ 

静
嘉
堂
文
庫
／
七
二
︱
四
〇
／
八
巻
六
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺

７ 

彰
考
館
﹇
巻
八
の
み
﹈

８ 

蓬
左
文
庫
﹇
巻
六
の
み
﹈
／
八
︱
一
一
八
／
一
巻
一
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺

９ 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
／
五
︱
〇
九
・
ア
・
一
／
八
巻
三
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
外
題
﹁
足
利
歴
代
記
﹂︒
和
学
講
談
所
旧
蔵

10 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
︵
谷
村
文
庫
︶
／
五
︱
〇
九
・
ア
・
一

11 

住
吉
大
社
御
文
庫
／
一
八
一
︱
六

12 

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
／
二
一
〇
・
五
︱
イ
二
五
／
八
巻
七
冊
／
︹
江
戸
前
期
︺
／
榊
原
忠
次
旧
蔵

13 

洲
本
市
立
洲
本
図
書
館
﹇
巻
三
の
み
﹈
／
三
︱
二
／
一
巻
一
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
柴
野
栗
山
︑
徳
島
藩
蜂
須
賀
家
旧
蔵

14 

今
治
市
河
野
美
術
館
／
四
四
七
︱
一
八
五
二

15 

肥
前
島
原
松
平
文
庫
／
二
〇
三
︱
二
二
／
八
巻
七
冊
／
︹
江
戸
前
期
︺
／
松
平
忠
房
旧
蔵

(5) 

﹃
歴
代
記
﹄
系
統
伝
本
︵
計
四
点
︶

16 

国
立
国
会
図
書
館
／
一
三
一
︱
一
〇
〇
／
八
巻
四
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
巻
一
~
四
と
巻
五
~
八
は
別
筆
で
︑
寸
法
も
や
や
異
な
る
︒
取
り
合
わ
せ

本
か
︒

17 

静
嘉
堂
文
庫
／
七
二
︱
四
〇
／
八
巻
四
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
外
題
﹃
足
利
季
世
記
﹄

18 

群
馬
大
学
図
書
館
︵
新
田
文
庫
︶
／
Ｎ
二
一
〇
・
四
六
︱
Ａ
九
二
／
九
巻
二
冊
／
天
明
六
年
／
新
田
岩
松
家
旧
蔵
︒
学
問
所
蔵
﹃
足
利
季
世
記
﹄
と

の
校
合
を
書
入
︒
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19 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
／
五
︱
〇
九
・
ア
・
二
／
八
巻
四
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
外
題
﹃
足
利
歴
代
記
﹄︒
和
学
講
談
所
旧
蔵

(6) 
﹃
三
部
軍
記
﹄
系
統
伝
本
︵
計
一
四
点
︶

20 
東
北
大
学
附
属
図
書
館
︵
狩
野
文
庫
︶
／
四
九
三
三
︱
一
／
﹁
高
國
記
﹂
の
み

21 
国
立
公
文
書
館
︵
内
閣
文
庫
︶
／
一
六
七
︱
一
二
五
／
三
巻
二
冊
／
︹
江
戸
前
期
︺
／
外
題
・
内
題
﹁
畠
山
記
﹂︒
昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵

22 

宮
内
庁
書
陵
部
／
二
〇
七
︱
四
一
〇

23 

東
京
大
学
総
合
図
書
館
／
Ｇ
二
四
︱
九
〇
一

24 

慶
應
義
塾
図
書
館
／
二
一
二
︱
一
八
四
︱
一
︑
二
一
二
︱
一
八
五
︱
一
／
二
巻
二
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
外
題
﹁
畠
山
記
﹂﹁
高
國
記
﹂︑
闕
﹁
舟
岡

記
﹂

25 

静
嘉
堂
文
庫
／
七
二
︱
三
六
／
三
巻
一
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
外
題
﹁
畠
山
記
／
舟
岡
記
／
髙
國
記
﹂

26 

尊
経
閣
文
庫
／
二
︱
二
〇
五

27 

尊
経
閣
文
庫
／
三
︱
三
︱
四
三

28 

彰
考
館
／
丑
二
三
︱
〇
一
六
五
六

29 

富
山
県
立
図
書
館
／
二
一
〇
・
四
六
︱
四

30 

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
／
特
一
六
・
八
二
︱
一
四
五
︑
一
五
〇
︑
一
四
六
／
三
巻
三
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
外
題
﹁
畠
山
記
﹂﹁
舟
岡

記
﹂﹁
高
国
記
﹂　

31 

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
／
特
一
六
・
八
二
︱
一
四
九
／
三
巻
二
冊
／
元
禄
一
五
年
／
外
題
﹁
三
闘
記
上
畠
山

舟
岡
﹂﹁
三
闘
記
下
高
国
﹂︒
今
枝
直

方
写

32 

加
賀
市
立
中
央
図
書
館
聖
藩
文
庫
／
二
一
二
︱
七
四
︱
一
／
三
巻
一
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
外
題
﹁
畠
山
舩
岡
記
﹂

33 

大
阪
府
立
図
書
館
／
三
二
四
・
四
︱
二
四
︱
＃ 

(7) 

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
等
︒

(8) 

﹃
別
本
両
家
記
﹄
系
統
伝
本
︵
計
二
点
︶

34 

加
賀
市
立
中
央
図
書
館
聖
藩
文
庫
／
二
一
二
︱
七
五
︱
二
／
一
冊
／
︹
江
戸
前
期
︺
／
外
題
﹁
細
川
両
家
之
記
﹂︑
内
題
な
し

35 

多
和
文
庫
／
四
・
七

(9) 

﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
お
い
て
は
︑
当
系
統
本
の
実
態
が
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
︑﹃
細
川
両
家
記
﹄︵﹁
細
川
両
家
ニ
成
始
由
来
聞
見
事
記
﹂
等
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の
題
を
有
す
る
方
︶
の
伝
本
と
し
て
﹁
多
和
文
庫
本
︵
一
冊
本
︶﹂
す
な
わ
ち
﹃
別
本
両
家
記
﹄
が
誤
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

(10) 
続
々
群
書
類
従
編
纂
の
際
︑
黒
川
本
を
写
し
た
も
の
が
現
存
す
る
︵﹁
足
利
季
世
記
﹂﹃
戦
国
軍
記
事
典　

群
雄
割
拠
篇
﹄︵
項
目
執
筆
:
佐
藤
氏
︶︶︒

(11) 
﹃
戦
国
軍
記
事
典　

群
雄
割
拠
篇
﹄︑
お
よ
び
佐
藤
氏
﹁﹃
公
方
両
将
記
﹄
の
周
辺
﹂︵
前
掲
２
︶

(12) 

佐
藤
氏
﹁
応
仁
記
以
後
─
も
う
一
つ
の
年
代
軍
記
─
﹂︵
前
掲
２
︶

(13) 

﹃
徒
然
草
﹄
の
普
及
過
程
に
つ
い
て
は
︑
古
く
は
松
永
貞
徳
が
﹁
天
正
の
比
ま
て
は
名
を
し
る
人
も
ま
れ
な
り
し
か
慶
長
の
時
分
よ
り
世
に
も
て
あ
つ

か
ふ
事
と
な
れ
り
﹂︵﹃
な
く
さ
み
草
﹄︶
と
指
摘
し
た
︒
ほ
か
︑
横
田
冬
彦
氏
は
﹁
江
戸
時
代
︑
近
世
社
会
の
成
立
と
と
も
に
驚
異
的
な
普
及
を
み
せ

は
じ
め
た
﹂
と
い
い
︑
古
活
字
版
以
降
の
印
刷
技
術
の
発
達
と
注
釈
書
の
刊
行
か
ら
︑
江
戸
時
代
に
お
け
る
﹃
徒
然
草
﹄
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
︵﹁﹃
徒
然
草
﹄
は
江
戸
文
学
か
？
─
書
物
史
に
お
け
る
読
者
の
立
場
─
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
六
〇
五　

二
〇
〇
〇
年
九
月
︶︒
ま
た
︑
川
平
敏
文
氏

は
慶
長
年
間
の
﹃
徒
然
草
﹄
研
究
の
勃
興
を
精
査
し
た
︵﹃
徒
然
草
の
十
七
世
記
─
近
世
文
芸
思
潮
の
形
成
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

(14) 

当
該
箇
所
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
元
暦
元
年
四
月
二
一
日
条
を
典
拠
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

自
去
夜
︒
殿
中
聊
物
忩
︒
是
志
水
冠
者
雖
為
武
衛
御
聟
︒
亡
父
已
蒙
勒
勘
︒
被
戮
之
間
︒
爲
其
子
其
意
趣
尤
依
難
度
︒
可
被
誅
之
由
内
々
思
食
立
︒
被

仰
含
此
趣
於
昵
近
壯
士
等
︒
女
房
等
伺
聞
此
事
︒
密
女
告
申
姫
公
御
方
︒
仍
志
水
冠
者
迴
計
略
︒
今
曉
遁
去
給
︒
此
間
︒
假
女
房
之
姿
︒
姫
君
御
方
女

房
圍
之
出
内
畢
︒
︙
︙
而
海
野
小
太
郎
幸
氏
者
︒
与
志
水
同
年
也
︒
日
夜
在
座
右
︒
片
時
無
立
去
︒
仍
今
相
替
之
︒
入
彼
帳
臺
︒
臥
宿
衣
之
下
︒
出
髻
︒

日
闌
之
後
︒
出
于
志
水
之
常
居
所
︒
不
改
日
來
形
勢
︒
獨
打
雙
六
︒
︙
︙
至
于
殿
中
男
女
︒
只
成
于
今
令
坐
給
思
之
處
︒
及
晩
縡
粹
露
顯
︒

 

︵
引
用
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
︶

﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
慶
長
年
間
に
古
活
字
版
が
制
作
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
右
の
箇
所
か
ら
は
︑
海
野
幸
氏
の
事
績
を
増
補
す
る
﹃
三
部
軍
記
﹄
が
成

立
し
た
の
は
こ
の
古
活
字
版
が
上
梓
さ
れ
て
以
降
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
︒
海
野
幸
氏
の
事
績
は
﹃
平
家
物
語
﹄
等
︑
他
の
軍
記
物
語
に
は
管
見

の
限
り
見
出
せ
な
い
︒
一
方
︑﹃
将
軍
記
﹄︵
寛
文
四
年
﹇
一
六
六
四
﹈
刊
︶﹃
北
条
九
代
記
﹄︵
延
宝
三
年
﹇
一
六
七
五
﹈
刊
︶
と
い
っ
た
近
世
刊
行
軍

書
に
海
野
幸
氏
の
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

(15) 

筋
書
き
は
以
下
の
通
り
︒
木
沢
が
履
き
物
に
付
い
た
雪
を
堺
の
商
人
﹁
ナ
ヤ
︵
菜
屋
・
名
屋
︶﹂
の
門
に
て
叩
い
て
落
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
ナ
ヤ
の

妻
の
密
通
相
手
と
間
違
え
ら
れ
屋
敷
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
︒
木
沢
は
ナ
ヤ
の
知
人
を
装
い
︑
妻
の
密
通
を
ナ
ヤ
に
明
か
す
と
し
て
妻
と
そ
の
父
で
あ
る

豪
商
﹁
ベ
ニ
ヤ
︵
紅
屋
・
臙
脂
屋
︶﹂
を
脅
し
︑
ベ
ニ
ヤ
の
助
力
︵
兵
粮
の
提
供
︶
を
獲
得
し
尚
順
の
再
起
を
助
け
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
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(16) 

両
者
は
︑
足
利
義
尚
の
事
績
か
ら
細
川
高
国
が
政
権
の
安
定
を
達
成
す
る
ま
で
を
描
く
︑
と
い
う
よ
う
に
記
述
範
囲
に
一
致
を
見
せ
る
こ
と
が
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
︵
松
林
靖
明
氏
﹁﹃
重
編
応
仁
記
﹄
考
─
“
事
実
”
へ
の
執
着
﹂
甲
南
国
文 

三
七
︑
一
九
九
〇
年
三
月
︶︒

(17) 
笹
川
祥
生
氏
﹁﹁
戦
国
軍
記
﹂
の
範
囲
─
細
川
政
元
殺
害
の
記
録
を
例
に
─
﹂﹃
軍
記
物
語
講
座
第
四
巻　

乱
世
を
語
り
つ
ぐ
﹄︵
松
尾
葦
江
氏
・

編
︶
花
鳥
社
︑
二
〇
二
〇
年

 ︵
補
注
︶ 

本
稿
校
正
中
︑
新
た
な
伝
本
を
二
点
︑
見
出
し
得
た
た
め
︑
こ
こ
に
附
記
す
る
︒

・ ﹃
足
利
季
世
記
﹄
系
統

長
野
県
立
歴
史
館
／
〇
─
六
・
あ
・
二
︱
一
︑
二
︑
三
／
八
巻
三
冊
／
︹
江
戸
後
期
︺
／
外
題
﹃
足
利
歴
代
記
﹄︒
小
諸
藩
牧
野
家
旧
蔵

・ 

分
類
不
可

慶
應
義
塾
図
書
館
／
二
一
五
︱
一
一
三
七
︱
一
︑
二
／
十
巻
二
冊
／
︹
江
戸
中
期
︺
／
外
題
﹃
歴
代
記
﹄︒﹃
足
利
季
世
記
﹄
巻
一
~
三
お
よ
び
六
~

八
と
︑﹃
歴
代
記
﹄
巻
三
~
六
の
取
り
合
わ
せ
本
︒


