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戦
国
大
名
北
条
氏
と
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
に
つ
い
て

【
研
究
ノ
ー
ト
｝

【
要
旨
一

北
条
氏
二
代
当
主
の
氏
綱
の
時
代
、
従
来
、
使
用
さ
れ
て
い
た
ロ
ク
ロ
成
形
の

か
わ
ら
け
に
加
え
、
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
の
使
用
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
中
央

の
武
家
儀
礼
の
導
入
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
か

わ
ら
け
は
小
田
原
城
跡
の
数
ヶ
所
な
ど
、
ま
た
い
く
つ
か
の
支
城
か
ら
も
少
量
が

検
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
城
主
が
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
生
産
や
使
用
を
統
制

し
、
支
城
に
配
分
し
て
い
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
現
在
で
は
、
手
づ
く
ね
か
わ

ら
け
を
「
北
条
氏
の
権
威
の
象
徴
」
と
す
る
評
価
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
使
用
状
況
の
復
元
や
使
用
者
の
検
討

な
ど
は
充
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
本
・
支
城
間
の
数
量
的
格
差
に
依

拠
し
て
の
見
解
と
み
ら
れ
る
た
め
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
導
入
さ
れ
る
契
機
と

な
る
幾
つ
か
の
事
項
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
駿
河
今
川
氏
関
連
の
遺
跡

か
ら
の
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
検
出
状
況
が
、
小
田
原
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、

両
家
に
お
い
て
は
公
卿
家
と
の
婚
姻
が
導
入
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
ま
た
、
支
城
で
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
検
出
さ
れ
る
背
景
と
し
て
、
戦
陣
の

際
、
当
主
が
支
城
に
赴
き
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
儀
式
で
使
用
さ
れ
た
可
能
を
指
摘

し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
か
わ
ら
け
を
「
権
力
の
象
徴
」
と
み
る
こ
と

に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
か
わ
ら
け
が
継
続
的
に
使
用
さ
れ

た
背
景
に
は
、
当
主
の
「
好
み
」
と
い
う
要
素
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
．

｛
キ
ー
ワ
ー
ド
一

後

北

条

氏
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わ

ら

け

手

づ

く

ね

成

形

文

化
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入

武

家

儀

礼

鳥

居

和

郎

治
や
文
化
な
ど
に
お
い
て
中
央
と
一
線
を
画
し
、
独
立
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
朝
廷
や
幕
府
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
頻
繁
に
京
都
外
交
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
様
々
な
史
料
か
ら
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
小
田
原
を
本
拠
と
し
た
北
条
氏
の
京
都
外
交
の
様
子
は
『
後
法
成
寺

関
白
記
』
な
ど
の
京
都
側
の
記
録
類
に
見
ら
れ
る
が
、
小
田
原
な
ど
領
国
内
に
所
在

す
る
関
係
資
料
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
一
つ
と
し
て
手
づ
く
ね
成
形
の
か
わ
ら
け

が
あ
る
。

か
わ
ら
け
と
は
饗
応
の
席
や
儀
式
・
祭
祀
な
ど
の
改
ま
っ
た
場
で
使
用
さ
れ
る
食

器
で
、
清
浄
さ
を
尊
重
す
る
た
め
再
利
用
は
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
居
館
跡
や
城
跡
な

ど
か
ら
大
量
の
廃
棄
さ
れ
た
か
わ
ら
け
が
発
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
か
わ
ら
け
が
使
用

さ
れ
る
場
は
限
定
的
で
、
戦
国
期
の
東
国
で
は
城
館
・
武
家
地
・
有
力
寺
社
以
外
の

（

１

）

地
点
で
は
出
土
し
な
い
と
さ
れ
る
。

北
条
氏
関
連
の
遺
跡
か
ら
も
各
所
で
か
わ
ら
け
は
出
土
す
る
が
、
二
代
当
主
氏
綱

の
時
代
、
東
国
で
一
般
的
な
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
に
加
え
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら

け
の
使
用
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
は
小
田
原
城
跡
を
中
心
と
し
て

出
土
す
る
が
、
一
部
の
支
城
か
ら
も
少
量
が
出
土
す
る
。
北
条
氏
関
係
の
遺
跡
か
ら

出
土
す
る
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
服
部
実
喜
氏
は
、
こ
の
手
づ

く
ね
の
か
わ
ら
け
を
「
戦
国
大
名
や
領
主
層
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た

美
術
陶
器
と
並
ん
で
、
そ
の
権
力
を
具
現
す
る
装
置
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
役
割
を

（

２

）

担
っ
た
も
の
」
と
推
察
さ
れ
た
。
服
部
氏
の
見
解
は
大
方
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
近
年

で
は
、
北
条
氏
関
連
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
は
「
北
条
氏
の
権
威

の
象
徴
」
ま
た
「
威
信
財
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
本
来
の
用
途
を
超
え
た
機
能
を
持

室
町
時
代
後
期
、
各
地
に
勃
興
し
た
戦
国
大
名
は
独
自
に
領
国
経
営
を
行
い
、
政

は
じ
め
に
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ま
ず
小
田
原
城
跡
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
出
土
し
た
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
成
果
を
概
観
し
て
み
た
い
。
小
田
原
城
跡
や
そ
の
周
辺
か
ら
検
出
さ
れ
る

（

４

）

陶
磁
器
類
は
七
期
十
一
段
階
に
区
分
さ
れ
、
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
も
そ
の
編
年
に
従

っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
（
娼
頁
「
表
」
参
照
）
。
戦
国
時
代
に
該
当
す
る
の
が
Ｉ
期
と

Ⅱ
期
で
、
Ｉ
期
が
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
の
進
攻
以
前
に
小
田
原
を
支
配
し
て
い

た
大
森
氏
の
時
代
、
Ⅱ
期
が
早
雲
以
降
の
北
条
氏
の
時
代
で
あ
る
。
Ⅱ
期
は
さ
ら
に

４
段
階
〈
Ⅱ
ａ
期
古
段
階
、
Ⅱ
ａ
期
中
段
階
、
Ⅱ
ａ
期
新
段
階
、
Ⅱ
ｂ
期
）
に
細
分

さ
れ
る
。
ま
た
、
Ⅱ
期
の
か
わ
ら
け
に
は
、
在
地
系
の
ロ
ク
ロ
成
形
と
京
都
系
の
手

づ
く
ね
成
形
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
併
存
す
る
。

（
ニ
ロ
ク
ロ
成
形
と
手
づ
く
ね
成
形
の
か
わ
ら
け

か
わ
ら
け
の
成
形
方
法
は
、
ロ
ク
ロ
成
形
と
手
づ
く
ね
成
形
の
二
通
り
が
あ
る
。
ロ

ク
ロ
成
形
は
こ
れ
た
粘
土
の
固
ま
り
を
回
転
台
の
上
に
載
せ
、
台
を
廻
し
成
形
後
、
台

（

３

）

つ
道
具
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

後
北
条
氏
に
関
係
す
る
か
わ
ら
け
の
研
究
は
、
発
掘
資
料
と
い
う
性
格
上
、
考
古

学
的
な
手
法
で
分
析
が
行
わ
れ
、
編
年
や
他
地
域
と
の
関
連
な
ど
、
そ
の
成
果
の
蓄

積
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
を
北
条
氏
の
権
力

を
具
現
化
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
、
本
城
と
支
城
で
出
土
す
る
手
づ
く
ね

か
わ
ら
け
の
数
量
的
格
差
は
そ
の
ま
ま
政
治
的
な
距
離
を
示
す
と
い
っ
た
解
釈
に
、

北
条
氏
周
辺
の
文
化
に
関
心
を
持
つ
私
は
少
な
か
ら
ず
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
発
掘
状
況
か
ら
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
可
能
と
な
る
の
か
も
し
れ

ぬ
が
、
他
の
視
点
も
交
え
て
見
る
と
別
の
イ
メ
ー
ジ
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、
服
部
氏
を
初
め
と
す
る
多
く
の
研
究
成
果
に
導
か
れ

な
が
ら
、
北
条
氏
領
国
下
の
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

｜
小
田
原
城
か
ら
出
土
す
る
か
わ
ら
け

を
廻
し
な
が
ら
糸
を
使
っ
て
切
り
離
し
て
作
る
．
手
づ
く
ね
成
形
は
こ
れ
た
粘
土
の

固
ま
り
を
肘
や
、
膝
頭
に
押
し
当
て
て
丸
み
を
作
り
表
面
を
な
で
て
成
形
し
て
作
る
。

東
国
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
で
〈
写
真

１
）
、
中
世
の
小
田
原
で
は
Ｉ
期
の
大
森
時
代
、
Ⅱ
期
の
北
条
時
代
を
通
じ
て
使
用
さ

れ
た
。
ま
た
氏
綱
の
時
代
よ
り
京
都
系
の
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
が
使
用
さ
れ
た
が

（
写
真
２
）
、
も
と
も
と
こ
の
か
わ
ら
け
は
小
田
原
で
は
生
産
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
京

都
か
ら
搬
入
さ
れ
た
か
と
思
え
る
が
、
胎
土
や
焼
成
上
の
特
徴
が
小
田
原
周
辺
で
生

（

５

）

産
さ
れ
た
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
と
共
通
す
る
た
め
、
京
都
か
ら
か
わ
ら
け
を
製

（

６

）

作
す
る
職
人
が
小
田
原
に
下
向
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の

か
わ
ら
け
の
検
出
さ
れ
る
状
況
は
や
や
異
な
り
、
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
が
小
田

原
城
跡
や
そ
の
周
辺
の
各
所
で
出
土
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け

（

７

）

は
、
現
状
で
は
城
内
の
限
ら
れ
た
場
所
を
中
心
と
し
て
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
遺
構
の
中
に
は
ほ
ぼ
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
で
占
め
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
に
は
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
と
は
異
な
る
使
用
空

間
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
北
条
氏
が
滅
亡
し
た
天
正
十
八
年
二
五
九
○
）
以
降
、
小
田
原
で
は
手

づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
生
産
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
北
条
氏
が
こ
の
生
産
に
関

与
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
小
田
原
に
お
け
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
生
産
時
期

小
田
原
で
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
の
生
産
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、
服
部
氏

は
「
焔
硝
曲
輪
上
層
か
ら
出
土
し
た
か
わ
ら
け
は
（
「
表
」
①
）
、
京
都
の
『
烏
丸
線

恥
３
１
土
壌
７
の
段
階
』
の
か
わ
ら
け
と
同
様
の
特
徴
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の
資
料
は

天
文
元
年
二
五
三
二
）
に
法
華
宗
徒
ら
に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
さ
れ
た
『
山
科
寺
内

（

８

）

町
遺
跡
の
石
室
Ⅱ
』
の
出
土
品
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
藩
校

集
成
館
跡
の
２
７
号
溝
（
北
条
時
代
は
三
ノ
丸
に
あ
た
る
）
か
ら
出
土
し
た
手
づ
く
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表後北条氏の時代を中心とした小田原のかわらけの変化

京都系手づくね
成形かわらけ

時
期 ロクロ成形かわらけ

応

亀

正

明

文

永

1500

Ⅱ
ａ
期
古
段
階

ミユノ

大永

享禄

天文
Ⅱ
ａ
期
中
段
階

ｰ=差多⑥

1550
~~

弘治

永禄 一
一
三

壱二壱つ

Ⅱ
ａ
期
新
段
階

元亀

天正

Ⅱ
ｂ
期

＝二三ロブ天正
181590

『小田原市史、通史編原始古代中世』827頁「小田原の土師質土器の時間的変化」をもと

に作成。

一

…

＝ - ●無＃
饗

ガ

写真1－1 ロクロ成形のかわらけ 写真2－1 手づくね成形のかわらけ

写真1－2同（側面） 写真2－2同（側面）

－43－



本
丸
を
囲
む
堀
か
ら
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
大
型
品
が
二
点
出
土
、
器
形
か
ら
Ⅱ

ａ
期
新
段
階
の
製
品
と
さ
れ
た
。

③
河
越
氏
館
跡
（
埼
玉
県
川
越
市
）

平
安
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
河
越
氏
の
居
館
跡
と
さ
れ
、

館
跡
と
そ
の
周
辺
に
は
戦
国
時
代
の
遺
構
が
あ
る
。
南
側
の
堀
か
ら
手
づ
く
ね
か
わ

ら
け
の
小
型
品
が
二
点
出
土
、
い
ず
れ
も
Ⅱ
ａ
期
新
段
階
の
製
品
か
と
さ
れ
た
。

④
岩
付
城
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

主
郭
内
の
堀
か
ら
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
大
型
品
が
二
点
出
土
、
器
形
か
ら
い
ず

れ
も
Ⅱ
ａ
期
新
段
階
の
製
品
か
と
さ
れ
た
。

⑤
八
王
子
城
（
東
京
都
八
王
子
市
）

天
正
八
年
二
五
八
○
）
か
ら
十
五
年
に
築
城
さ
れ
た
八
王
子
城
の
御
主
殿
跡
か

段
階
の
製
品
と
さ
れ
た
。

②
忍
城
（
埼
玉
県
行
田
市
）

（
三
）
支
城
か
ら
出
土
す
る
手
づ
く
ね
成
形
の
か
わ
ら
け

数
量
的
に
は
僅
か
で
あ
る
が
、
手
づ
く
ね
成
形
の
か
わ
ら
け
は
北
条
氏
の
支
城
か

（

、

）

ら
も
出
土
す
る
。
以
下
、
服
部
氏
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
例
を
記
す
。

①
葛
西
城
跡
（
東
京
都
葛
飾
区
）

天
文
七
年
二
五
三
八
）
以
降
に
開
削
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
井
戸
跡
か
ら
、
手
づ

く
ね
の
か
わ
ら
け
が
十
一
点
検
出
さ
れ
た
。
口
径
が
八
～
八
・
五
ｍ
で
底
部
が
丸
底

の
も
の
と
、
口
径
が
十
～
十
一
面
で
平
底
の
も
の
で
、
小
田
原
の
陶
磁
器
編
年
で
は

Ⅱ
ａ
期
新
段
階
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
古
期
の
天
文
末
期
～
永
禄
期
初
頭
と
考
え

ら
れ
、
小
田
原
城
以
外
で
検
出
さ
れ
た
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
中
で
は
比
較
的
早
い

（

Ⅱ

力

）

ね
の
か
わ
ら
け
の
中
に
「
天
文
口
一

（

９

）

あ
る
こ
と
か
ら
、
天
文
初
年
以
降
、

い

る
○

（
月
力
）

一
口
七
日
」
と
陰
刻
さ
れ
た
も
の
（
「
表
」
②
）
が

天
文
二
十
年
二
五
五
二
以
前
と
推
測
さ
れ
て

ら
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
大
型
品
が
六
点
出
土
、
Ⅱ
ｂ
期
の
製
品
か
と
さ
れ
た
。

⑥
玉
縄
城
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）

永
正
九
年
二
五
一
二
）
に
築
城
さ
れ
た
玉
縄
城
の
主
郭
南
西
部
の
土
塁
上
か
ら

二
点
出
土
、
Ⅱ
ｂ
期
の
製
品
か
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
北
条
氏
の
支
城
か
ら
も
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
検
出
さ
れ
る
が
、
本

城
小
田
原
と
比
較
し
て
極
め
て
少
量
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
長
崎
威
之
氏
は

「
北
条
氏
が
本
城
の
小
田
原
と
支
城
と
の
間
に
特
定
の
カ
ワ
ラ
ヶ
を
傾
斜
配
分
す
る

体
制
に
は
、
式
正
品
の
特
定
・
数
量
統
制
・
儀
礼
執
行
権
の
分
与
等
の
統
制
手
段
が

あ
っ
て
制
度
が
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
に
は
当
然
に
カ
ワ
ラ
ケ
の
製
造
制
限
を
と
も
な

（
Ⅲ
）う

」
と
述
べ
ら
れ
、
本
城
、
支
城
間
の
数
的
な
格
差
に
は
北
条
氏
の
意
向
が
反
映
し

た
結
果
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
・
支
城
間
の
数
量
的
格
差
は
、
手
づ
く
ね
の
か

わ
ら
け
に
対
し
「
北
条
氏
の
権
力
の
象
徴
」
あ
る
い
は
「
威
信
財
と
し
て
用
い
ら
れ

た
」
と
い
っ
た
評
価
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

小
田
原
も
含
め
て
、
十
六
世
紀
に
各
地
で
京
都
系
の
か
わ
ら
け
が
出
現
し
た
現
象

に
つ
い
て
、
小
野
正
敏
氏
は
「
室
町
幕
府
の
儀
礼
が
地
方
へ
伝
播
し
た
結
果
」
と
さ

（

吃

）

れ
た
。
小
田
原
の
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
も
同
様
の
背
景
の
も
と
に
出
現

（

週

）

し
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
本
城
小
田
原
と
支
城
で
の
数
的
格
差
か
ら
、
手
づ
く
ね
か
わ

ら
け
は
北
条
氏
の
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
契
機
や
そ

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
既
に
確
定
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
し

か
し
評
価
に
先
立
ち
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
契
機
、
使
用
状
況
、
使
用
者
な

ど
に
つ
い
て
の
多
面
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
方
面
の
報
告
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ず
、
概
ね
検
出
状
況
か
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

二
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
背
景
に
つ
い
て
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そ
の
よ
う
な
状
況
の
た
め
、
本
節
で
は
氏
綱
時
代
に
お
け
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け

の
使
用
を
考
え
る
た
め
、
導
入
の
契
機
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
い
く
つ
か
の
事
柄
を

あ
げ
て
み
る
。

（
二
室
町
風
の
武
家
儀
礼
導
入
と
の
関
連
に
つ
い
て

北
条
氏
が
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
を
導
入
し
た
契
機
は
、
室
町
幕
府
の
儀
礼
の
導
入

（

Ｍ

）

に
伴
っ
て
と
の
見
解
が
あ
る
。
北
条
氏
を
含
め
多
く
の
戦
国
大
名
は
、
領
国
経
営
や

自
身
の
叙
位
任
官
な
ど
の
た
め
、
幕
府
や
朝
廷
、
ま
た
周
辺
大
名
と
の
外
交
は
不
可

欠
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
外
交
文
書
の
作
成
、
ま
た
、
自
身
の
上
洛
や
使
者
の
派
遣

な
ど
に
備
え
幕
府
や
朝
廷
の
儀
礼
を
習
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
北
条
氏
が
武
家
儀

礼
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
た
人
物
を
招
来
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
と
し

て
、
『
快
元
僧
都
記
』
の
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
六
月
三
日
条
の
記
事
が
あ
る
。
こ

れ
に
は
「
伊
勢
備
中
守
殿
・
子
息
八
郎
・
同
名
又
次
郎
・
大
和
兵
部
少
輔
入
道
・
千

秋
人
道
」
な
ど
、
北
条
氏
綱
の
も
と
に
下
っ
て
き
た
室
町
幕
府
奉
公
衆
の
名
を
見
る

（

巧

）

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
の
御
家
中
衆
に
名
前

（

略

）

が
記
さ
れ
て
い
る
武
士
も
お
り
、
帰
洛
せ
ず
北
条
氏
に
仕
官
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
ら
京
下
り
の
武
士
は
、
北
条
家
の
当
主
に
相
伴
衆
と
し
て
仕
え
、
儀
礼
や
外
交
な

ど
の
顧
問
を
つ
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
武
士
の
下
向
よ
り
、
さ
ら
に
湖
る
大
永
三
年
二
五
二
三
）
頃

に
は
、
氏
綱
は
北
条
へ
の
改
姓
を
行
っ
て
お
り
、
享
禄
三
年
二
五
三
○
）
頃
に
は

従
五
位
下
・
左
京
大
夫
に
叙
任
さ
れ
る
な
ど
、
京
都
外
交
を
活
発
に
お
こ
な
っ
て
い

た
。

ま
た
、
氏
綱
の
父
、
伊
勢
宗
瑞
は
武
家
故
実
で
名
高
い
京
都
伊
勢
家
の
庶
流
で
あ

る
が
、
母
は
伊
勢
の
本
宗
家
出
身
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
宗
瑞
は
若
年
の
頃
、
将
軍
義

尚
の
申
次
を
務
め
、
武
家
儀
礼
に
つ
い
て
は
相
応
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
。
嫡
子
氏

る
○

綱
へ
も
こ
れ
ら
の
知
識
を
伝
授
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
小
田
原
に
お
け
る
手
づ
く

ね
か
わ
ら
け
の
導
入
は
、
永
正
十
六
年
二
五
一
九
）
の
宗
瑞
没
後
、
氏
綱
代
と
な

っ
て
か
ら
も
随
分
時
間
が
経
過
し
た
段
階
で
あ
る
。

ま
た
、
北
条
氏
以
外
の
東
国
大
名
も
京
都
外
交
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
当
然
、
室

町
風
の
武
家
儀
礼
の
習
得
に
つ
と
め
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
名
た
ち
は
手

づ
く
ね
か
わ
ら
け
を
導
入
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
み
る
と
、
北
条
氏
の
も

と
に
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
登
場
し
た
契
機
を
、
同
家
が
幕
府
の
儀
礼
を
導
入
す
る

こ
と
に
伴
っ
て
と
み
る
こ
と
は
、
や
や
説
得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

（
二
）
鶴
岡
八
幡
宮
の
修
営
と
の
関
連
に
つ
い
て

小
田
原
で
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
が
使
用
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
服
部
氏
は
、
永

正
十
五
年
二
五
一
八
）
以
降
、
天
文
年
間
初
年
ま
で
続
く
、
氏
綱
の
代
替
わ
り
に

と
も
な
う
一
連
の
儀
式
や
作
事
が
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
伊
豆
・
相
模
の
有

力
寺
社
の
修
営
、
叙
位
・
任
官
、
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
、
近
衛
家
か
ら
の
後
室
の
迎

え
入
れ
を
通
じ
て
京
都
と
の
結
び
付
き
の
活
発
化
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
天
文
元

年
二
五
三
三
か
ら
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
造
営
で
は
、
近
衛
家
の
斡
旋
に
よ
る
奈
良

の
大
工
・
瓦
師
を
初
め
と
し
て
、
京
・
伊
勢
な
ど
諸
国
か
ら
多
数
の
職
人
を
招
来
し

た
が
、
こ
の
時
、
木
野
、
幡
枝
、
栗
栖
野
な
ど
の
洛
北
を
中
心
と
す
る
か
わ
ら
け
職

（

Ⅳ

）

人
が
下
向
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。

北
条
氏
綱
に
よ
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
修
営
は
天
文
九
年
二
五
四
○
）
十
一
月
に
上

宮
の
落
慶
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
修
営
は
三
代
氏
康
の
代
ま
で
継
続
し
た
。
そ

の
間
、
様
々
な
儀
式
が
行
わ
れ
た
が
、
現
状
で
は
境
内
で
後
北
条
氏
時
代
の
手
づ
く

ね
か
わ
ら
け
が
確
認
さ
れ
た
と
の
報
告
は
な
い
。
現
在
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
検

出
さ
れ
る
の
は
小
田
原
城
や
一
部
の
支
城
な
ど
で
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
修
営
と
直
接
関

連
づ
け
ら
れ
る
要
素
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
三
）
北
条
・
今
川
氏
に
お
け
る
公
卿
家
と
の
婚
姻
に
関
連
し
て

本
来
、
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
の
文
化
圏
と
い
え
る
駿
河
今
川
氏
の
本
拠
地
、
駿

府
城
内
三
ノ
丸
南
西
部
の
廃
棄
土
坑
か
ら
、
ま
と
ま
っ
た
数
の
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら

（

肥

）

け
が
出
土
し
た
。
こ
の
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
は
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
の

も
の
と
考
え
ら
れ
、
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
が
多
い
土
坑
と
は
別
の
土
坑
か
ら
検

（

旧

）

出
さ
れ
た
。
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
が
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
で
、
突
如
、
手
づ

く
ね
の
か
わ
ら
け
の
使
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
集
中

す
る
土
坑
が
あ
る
と
い
う
検
出
状
況
は
小
田
原
と
類
似
す
る
。

こ
の
時
期
、
今
川
家
当
主
は
氏
親
で
、
こ
の
人
物
は
北
条
氏
初
代
宗
瑞
の
甥
、
氏

綱
と
は
従
兄
弟
の
関
係
と
な
り
、
両
家
は
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
。
駿
府
に
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
が
登
場
し
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
永
正
三
年

二
五
○
六
）
、
氏
親
は
中
御
門
宣
胤
の
娘
を
夫
人
と
し
て
迎
え
て
い
る
。

ま
た
、
小
田
原
に
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
登
場
し
た
の
は
天
文
初
年
頃
と
み
ら
れ

る
が
、
こ
の
頃
、
氏
綱
は
夫
人
の
養
珠
院
殿
の
死
去
（
大
永
七
年
没
）
に
よ
り
、
享

禄
二
年
（
一
五
二
九
）
か
ら
天
文
二
年
二
五
三
三
）
の
間
に
「
北
藤
」
な
る
女
性

を
後
室
に
迎
え
た
。
こ
の
女
性
に
つ
い
て
冷
泉
為
和
は
『
為
和
集
』
に
近
衛
尚
通
の

（

別

）

娘
と
記
し
て
い
る
。
今
川
氏
、
北
条
氏
と
も
に
公
卿
家
と
の
婚
姻
を
行
い
、
そ
れ
に

時
期
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら

け
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
両
家
の
状
況
は
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な
い

も
の
が
あ
る
。

河
合
修
氏
は
今
川
家
に
お
け
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
き
っ
か
け
を
、
氏
親

の
婚
姻
後
、
中
御
門
宣
胤
や
正
親
町
三
条
実
望
〈
正
室
は
氏
親
姉
）
な
ど
縁
者
に
あ

（

皿

）

た
る
公
卿
の
下
向
が
あ
っ
た
た
め
か
と
さ
れ
た
。
北
条
家
に
お
け
る
手
づ
く
ね
か
わ

ら
け
出
現
が
、
近
衛
家
の
娘
と
さ
れ
る
「
北
藤
」
と
の
婚
姻
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
縁
者
の
下
向
と
い
う
よ
り
、
公
卿
家
の
女
性
と
の
婚
姻
が
契
機

と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。

な
お
、
河
合
氏
が
指
摘
さ
れ
た
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
契
機
を
公
卿
の
下
向

か
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
様
の
例
を
北
条
氏
に
求
め
て
み
る
と
、
天
文
三
年
二

五
三
四
）
四
月
、
氏
綱
は
こ
れ
ま
で
停
滞
し
て
い
た
伊
豆
に
あ
る
禁
裏
御
料
所
の
貢

租
を
進
上
し
た
。
そ
の
前
年
の
同
二
年
六
月
と
十
月
、
勧
修
寺
尹
豊
は
貢
租
上
納
に

（

醜

）

関
す
る
用
件
の
た
め
か
小
田
原
に
下
向
し
た
。
尹
豊
の
相
模
下
向
に
先
立
つ
享
禄
三

年
二
五
三
○
）
、
氏
綱
は
従
五
位
下
、
左
京
大
夫
の
官
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、

勅
使
尹
豊
へ
の
饗
応
に
対
し
、
氏
綱
は
意
を
尽
く
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
尹
豊
下
向
が
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
可
能
性
に
つ
い

て
否
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
史
料
が
な
く
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
必
然

性
を
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
四
）
大
名
の
夫
人
と
か
わ
ら
け
に
つ
い
て

永
禄
三
年
二
五
六
○
）
と
推
定
さ
れ
る
十
二
月
十
六
日
、
北
条
氏
綱
の
末
弟
で

あ
る
宗
哲
（
幻
庵
）
は
、
娘
の
驫
松
院
が
武
蔵
の
世
田
谷
城
主
吉
良
氏
朝
へ
輿
入
れ

す
る
に
あ
た
り
、
様
々
な
作
法
や
心
得
を
記
し
た
も
の
を
与
え
た
。
こ
れ
が
「
北
条

（

那

）

幻
庵
覚
書
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
か
わ
ら
け
使
用
に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。
祝
言
や
年
中
行
事
、
当
主
氏
朝
の
「
御
成
り
」
な
ど
で
行
わ
れ
る
式
三
献

に
つ
い
て
、
通
常
の
「
常
の
三
献
」
、
本
式
の
「
本
々
の
三
献
」
と
分
け
、
か
わ
ら
け

を
三
枚
、
あ
る
い
は
一
枚
で
使
用
す
る
場
合
な
ど
子
細
に
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
宗
哲
は
式
三
献
の
作
法
を
述
べ
る
中
で
「
た
蚤
し
、
く
ほ
な
ど
ま
い
り
候

ハ
畠
、
ほ
ん
ほ
ん
の
し
き
三
こ
ん
に
て
候
べ
く
候
、
さ
や
う
に
候
ハ
蚤
、
く
ほ
に
よ

く
た
つ
ね
ら
れ
候
て
、
し
た
い
ち
か
ハ
ぬ
よ
う
に
候
へ
く
候
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。

「
久
保
が
参
っ
た
ら
本
式
の
式
三
献
と
し
て
、
作
法
を
教
え
て
も
ら
い
間
違
え
な
い
よ

う
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
の
意
で
あ
る
。
久
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
言
及
し
た
論
考
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
小
田
原
衆
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（

別

）

所
領
役
帳
』
の
御
馬
廻
衆
の
中
に
「
御
台
所
、
久
保
」
と
し
て
記
さ
れ
る
人
物
か
と

思
わ
れ
る
。
馬
廻
衆
は
当
主
直
属
の
家
臣
団
で
、
当
主
の
近
辺
に
騎
馬
で
従
い
警
護

や
伝
令
な
ど
を
お
こ
な
う
武
士
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
北
条
氏
の
場
合
、
久
保

の
他
に
飛
脚
使
・
甲
冑
師
・
装
束
担
当
な
ど
職
能
を
も
っ
て
当
主
に
仕
え
た
人
物
が

（

弱

）

含
ま
れ
て
い
る
。
久
保
は
当
主
の
食
事
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
儀

式
に
も
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

こ
の
よ
う
に
、
震
松
院
は
宗
哲
か
ら
久
保
よ
り
正
式
な
作
法
を
学
ぶ
よ
う
に
指
示

を
受
け
て
い
る
．
大
名
の
夫
人
は
式
三
献
の
作
法
を
会
得
し
、
そ
の
準
備
な
ど
に
も

主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

北
条
氏
の
領
国
で
は
か
わ
ら
け
は
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
、
そ

の
調
達
は
独
自
に
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
北
条
氏
、
今
川
氏
と
も
に
公
卿
家
と
の
婚

姻
に
近
接
す
る
時
期
に
京
都
系
の
か
わ
ら
け
を
使
用
し
て
い
る
。
戦
国
大
名
間
の
婚

礼
な
ど
で
は
複
数
の
家
臣
が
婚
家
先
に
肩
従
す
る
例
が
多
く
、
ま
た
、
小
田
原
に
お

け
る
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
は
京
都
か
ら
工
人
が
下
向
し
た
と
さ
れ
る
が
、
両
家
と
も

嫁
い
だ
夫
人
が
か
わ
ら
け
製
作
の
技
術
を
持
つ
者
を
伴
い
下
向
し
た
可
能
性
も
あ
る

前
節
で
は
、
北
条
氏
が
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
を
導
入
し
た
契
機
と
な
っ
た
可
能
性

を
持
つ
幾
つ
か
の
事
柄
を
示
し
た
。
従
来
、
導
入
の
契
機
と
さ
れ
て
き
た
の
は
中
央

（

妬

）

の
武
家
儀
礼
の
導
入
に
伴
っ
て
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ

か
の
契
機
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
事
例
を
掲
げ
て
述
べ
な
か
っ
た
が
、
京

都
か
ら
の
文
化
移
入
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
地
方
戦
国
大
名
の
底
流
に
あ
る
京
風

文
化
へ
の
憧
慢
な
ど
も
こ
の
か
わ
ら
け
導
入
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

何
ら
か
の
切
っ
掛
け
で
導
入
さ
れ
た
か
わ
ら
け
は
北
条
氏
の
「
権
威
の
象
徴
」
と

~つC三
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
移
動
に
つ
い
て

（

鈍

）

家
伊
勢
貞
丈
が
ま
と
め
た
『
貞
丈
雑
記
』
な
ど
に
も
同
様
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。

当
主
が
出
陣
す
る
時
、
「
北
条
幻
庵
覚
書
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
御
馬
廻
衆
の
久
保
が

戦
陣
で
の
儀
式
の
準
備
を
行
い
、
か
わ
ら
け
は
小
田
原
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を

持
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
出
土
し
た
葛
西
城
は
、
二
度
の
国
府
台
合
戦
の
時
に
北
条

（

弧

）

氏
の
最
前
線
の
城
と
な
っ
た
。
城
内
で
出
陣
・
帰
陣
、
あ
る
い
は
頸
実
検
な
ど
の
儀

式
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
河
越
氏
居
館
跡
で
検
出
さ
れ
た
手
づ
く
ね
か
わ

見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
、
出
土
す
る
手
づ
く
ね
か

わ
ら
け
の
本
城
小
田
原
と
支
城
で
の
数
量
的
格
差
と
い
え
、
「
格
差
」
は
本
城
主
が
手

づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
の
生
産
や
使
用
を
統
制
し
、
支
城
に
配
分
し
た
た
め
に
発
生
し

（

”

）

た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
配
分
」
以
外
に
も
支
城
へ
か
わ
ら
け
が
移
動
し
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
で
は
少
量
移
動
が
行
わ
れ
た
可
能
性

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

（
二
戦
場
の
作
法
と
か
わ
ら
け

か
わ
ら
け
は
祭
祀
や
饗
応
の
場
で
の
式
三
献
な
ど
、
戦
国
大
名
の
日
常
の
暮
ら
し

の
中
だ
け
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
陣
の
場
で
も
使
用
さ
れ
た
。
玉
縄
北

条
家
に
伝
来
し
、
戦
場
に
お
け
る
大
将
の
心
得
を
記
し
た
も
の
に
「
出
陣
次
第
」
が

（

邪

）

あ
る
。
表
紙
に
は
玉
縄
北
条
氏
四
代
当
主
氏
繁
の
花
押
、
表
紙
裏
に
は
氏
繁
次
男
氏

勝
の
識
語
と
花
押
が
記
さ
れ
、
氏
繁
の
没
年
か
ら
み
て
天
正
六
年
二
五
七
八
）
以

（

調

）

前
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
内
容
は
様
々
な
戦
陣
の
場
に
お
け
る
作
法
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
各
所
に
か
わ
ら
け
を
使
用
す
る
場
面
も
記
さ
れ
て
い
る
。
出
陣
の
膳

な
ど
は
折
式
に
勝
栗
・
昆
布
・
打
鞄
を
そ
れ
ぞ
れ
盛
り
、
か
わ
ら
け
の
盃
を
添
え
る

こ
と
が
図
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帰
陣
の
膳
、
頸
実
検
の
場
な
ど
で
の

か
わ
ら
け
の
使
用
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
戦
陣
の
作
法
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
故
実
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ら
け
に
つ
い
て
は
、
永
禄
三
年
二
五
六
○
）
九
月
、
長
尾
景
虎
（
上
杉
謙
信
）
の

越
山
に
対
応
す
る
た
め
、
三
代
当
主
氏
康
は
九
月
初
旬
に
河
越
城
に
入
っ
た
こ
と
が

（

犯

）

知
ら
れ
る
。
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
検
出
さ
れ
た
全
て
の
支
城
に
つ
い
て
、
史
料
の

裏
付
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
田
原
か
ら
北
条
家
の
当
主
な
ど
が
赴
き
様
々

な
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
に
と
も
な
い
、
小
川
原
か
ら
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
持
ち
込

ま
れ
た
可
能
性
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
二
）
献
盃
儀
礼
と
か
わ
ら
け

戦
陣
以
外
に
も
か
わ
ら
け
が
移
動
す
る
場
面
は
あ
る
。
天
文
年
間
の
作
成
と
さ
れ
、

伊
勢
貞
順
が
貴
人
と
の
会
食
の
作
法
や
料
理
の
故
実
な
ど
を
ま
と
め
た
「
伊
勢
六
郎

（

調

）

左
衛
門
尉
貞
順
記
」
に
は
、
飲
酒
の
作
法
で
あ
る
「
御
流
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

「
御
流
と
申
は
、
か
は
ら
け
餘
多
を
か
せ
ら
れ
候
て
、
一
人
前
一
ヅ
つ
員
出
さ
る
蚤
也
、

そ
れ
に
て
御
酒
を
給
わ
り
、
そ
の
か
は
ら
け
持
て
罷
立
候
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高

位
の
人
物
か
ら
「
御
流
」
と
し
て
か
わ
ら
け
に
酒
を
注
が
れ
、
そ
の
か
わ
ら
け
を
持

っ
て
退
席
す
る
と
の
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
も
か
わ
ら
け
は
移
動

す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
越
後
の
国
人
領
主
色
部
氏
の
記
録
で
あ
る
「
色
部
氏
年
中
行
事
」
か
ら
、
色

（

別

）

部
氏
の
献
杯
儀
礼
を
検
討
さ
れ
た
中
井
淳
史
氏
は
、
献
杯
儀
礼
は
正
月
に
集
中
し
、
一

門
、
家
臣
、
領
内
の
寺
社
、
領
民
な
ど
が
参
上
し
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
献
杯
儀
礼

は
身
分
確
認
の
儀
礼
と
し
て
席
次
や
献
数
の
違
い
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同

様
の
行
事
は
各
地
で
も
行
わ
れ
、
領
域
支
配
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
北
条
氏
関
係
史
料
に
は
正
月
の
献
盃
儀
礼
に
関
す

る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
同
様
の
行
事
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
小
田
原
城
内
に
お
け
る
か
わ
ら
け
の
使
用
を
考
え
る
上
で
考
盧
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
．

な
お
、
岩
付
城
跡
で
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
出
土
し
た
背
景
と
し
て
次
の
こ
と
が

北
条
氏
の
周
辺
で
使
用
さ
れ
た
手
づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
は
、
京
文
化
移
入
の
例
と

し
て
前
々
か
ら
関
心
が
あ
っ
た
が
、
文
献
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
そ
の
ま
ま
と

な
っ
て
い
た
。
近
年
、
北
条
氏
に
関
係
す
る
か
わ
ら
け
研
究
は
活
発
に
行
わ
れ
、
手

づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
に
対
し
、
北
条
氏
の
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
評

価
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
わ
ら
け
が
持
つ
清
浄
な
食
器
と
い
う
本
来
的
な

機
能
に
加
え
、
権
力
の
象
徴
と
い
う
価
値
観
が
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

評
価
に
は
権
力
者
側
（
北
条
氏
）
だ
け
で
は
な
く
、
支
配
さ
れ
る
側
も
そ
の
価
値
観

を
共
有
す
る
意
識
が
な
い
こ
と
に
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら

け
の
検
出
状
況
か
ら
は
そ
れ
ら
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
城
と
支
城
と
い
う

出
土
地
の
関
係
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
間
で
発
生
す
る
数
量
的
格
差
を
主
な
根
拠
と
し

て
定
義
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

小
論
で
は
、
第
一
節
で
後
北
条
氏
関
係
の
か
わ
ら
け
の
研
究
状
況
を
述
べ
た
。
第

二
節
の
「
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
導
入
の
背
景
に
つ
い
て
」
で
は
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら

け
導
入
の
契
機
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
幾
つ
か
の
事
柄
を
示
し
た
。
氏
綱
は
伊
豆
・
相

模
の
支
配
を
貫
徹
し
、
ま
た
、
武
蔵
支
配
を
展
開
す
る
た
め
、
幕
府
や
朝
廷
よ
り
公

考
え
ら
れ
る
。
永
禄
七
年
二
五
六
四
）
の
第
二
次
国
府
台
合
戦
後
、
太
田
資
房
〈
の

ち
氏
資
）
は
北
条
氏
康
に
服
属
し
岩
付
城
主
と
な
っ
た
。
同
十
年
に
上
総
の
三
船
山

（
千
葉
県
富
津
市
）
の
合
戦
で
氏
資
が
討
死
す
る
と
、
太
田
氏
は
断
絶
し
た
。
天
正
三

年
二
五
七
五
）
頃
、
北
条
氏
政
の
次
男
が
太
田
家
嫡
子
の
仮
名
源
五
郎
を
襲
名
し
、

太
田
の
名
跡
を
継
承
し
た
。
ま
た
、
同
十
年
に
源
五
郎
が
死
去
す
る
と
、
氏
政
は
三

男
の
氏
房
を
岩
付
城
主
に
し
た
。
こ
れ
ら
小
田
原
か
ら
赴
い
た
二
人
の
入
城
に
と
も

な
っ
て
献
盃
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
、
小
田
原
か
ら
手
づ
く
ね
か

わ
ら
け
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て
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的
存
在
、
あ
る
い
は
地
域
権
力
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
近
衛

家
と
接
近
し
、
自
身
の
叙
位
・
任
官
、
北
条
へ
の
改
姓
、
伊
豆
仁
科
の
御
料
所
の
貢

租
の
進
上
な
ど
を
行
い
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
導
入
が

あ
っ
た
。
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
検
出
状
況
か
ら
み
る
と
、
当
主
の
周
辺
で
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
、
駿
河
今
川
家
に
関
連
す
る
遺
構
か
ら
の
手
づ
く
ね
か

わ
ら
け
の
検
出
状
況
も
勘
案
す
る
と
、
公
卿
家
と
の
婚
姻
が
導
入
の
契
機
と
も
思
え

る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
も
存
在
し
な
い
た
め
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め

ま
た
、
導
入
の
契
機
と
と
も
に
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
北
条
家
で
定
着
し
た
理

由
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
類
似
す
る
検
出
状
況
を
持
つ
今
川
家
で
は
、
手

づ
く
ね
の
か
わ
ら
け
は
定
着
し
な
か
っ
た
が
、
北
条
家
で
は
天
正
十
八
年
二
五
九

○
）
の
滅
亡
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
来
か
ら
存
在
し
、
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け

導
入
後
も
併
用
さ
れ
て
い
た
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
は
、
そ
の
外
見
を
手
づ
く
ね

風
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
堀
頁
「
表
」
③
④
）
。
こ
の
流
れ
を
み
る
と
、
当
初
は
都

風
で
あ
る
「
手
づ
く
ね
」
と
い
う
こ
と
で
こ
の
か
わ
ら
け
に
関
心
を
寄
せ
た
が
、
そ

の
形
状
が
「
好
み
」
と
な
り
継
続
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
「
権
力
の
象
徴
」
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
存
在
せ
ず
、
単
な
る
「
嗜
好
」
の
領
域

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
央
の
文
化
を
導
入
し
、
そ
れ
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
北
条
氏
の
文
化
と
し
て
定
着

さ
せ
た
例
に
「
小
田
原
鉢
」
が
あ
る
。
阿
古
陀
形
風
の
独
特
の
形
を
し
た
丁
寧
な
作

ゆ
き
の
一
連
の
兜
鉢
は
、
北
条
家
の
当
主
や
一
族
が
使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
。
北
条

（

弱

）

家
に
は
奈
良
の
甲
冑
師
が
仕
え
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
製
作
に
関
与
し
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
中
央
の
甲
冑
師
が
も
た
ら
し
た
伝
統
的
な
形
を
「
北
条
ス
タ
イ

ル
」
と
も
い
え
る
独
特
な
作
風
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
流
れ
は
北
条
家
当
主

るのル
I

「
好
み
」
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。

主一
三
口（

１
）
長
崎
威
之
「
第
邪
回
大
会
に
寄
せ
て
（
感
想
）
」
「
江
戸
遺
跡
研
究
会
会
報
」
恥
１
３
１
所
収
、

２

０

１

２

年

。

（
２
）
服
部
実
喜
「
戦
国
都
市
小
田
原
と
北
条
領
国
の
土
師
質
土
器
」
『
中
近
Ⅲ
土
器
の
基
礎
研
究
Ｘ

Ⅳ
、
京
都
系
土
師
器
Ⅲ
の
伝
播
と
受
容
ｌ
中
枇
後
期
を
中
心
に
ｌ
」
所
収
、
１
９
９
９
年
．

（
３
）
２
０
１
２
年
に
開
催
さ
れ
た
江
戸
遺
跡
研
究
会
の
第
妬
回
大
会
「
江
戸
在
地
系
カ
ワ
ラ
ケ
の
成

追
記手

づ
く
ね
か
わ
ら
け
を
中
心
と
し
た
た
め
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
小
田

原
で
生
産
さ
れ
た
ロ
ク
ロ
成
形
の
か
わ
ら
け
が
千
葉
氏
の
本
佐
倉
城
内
の
佐
倉
妙
見

社
で
ま
と
ま
っ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
か
わ
ら
け
の
移
動
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上

で
は
併
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
数
の
制
約
も
あ
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
本
稿
を
為
す
に
あ
た
り
山
口
由
美
子
氏
か
ら
様
々
な
ご
教
示
を
頂
い

た
。
こ
こ
に
記
し
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

第
三
節
で
は
「
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
移
動
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
少
量
の
手
づ

く
ね
の
か
わ
ら
け
が
移
動
す
る
状
況
を
考
え
て
み
た
。
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
の
検
出

状
況
は
本
城
と
支
城
の
数
的
格
差
が
大
き
く
、
そ
れ
は
「
分
配
」
に
よ
り
発
生
し
た

と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
当
主
な
ど
と
共
に
小
田
原
よ
り
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
移
動

し
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

今
後
、
北
条
氏
が
用
い
た
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
に
関
す
る
研
究
の
深
化
の
た
め
に

は
、
か
わ
ら
け
が
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
性
格
付
け
、
使
用
状
況
、
使
用
者
な
ど
に
つ

い
て
の
多
面
的
な
検
討
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
史
料
的
な
制
約
も
あ
り

各
所
に
推
測
を
重
ね
る
部
分
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
き

っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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立
」
で
は
、
後
北
条
氏
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
か
わ
ら
け
に
関
し
た
最
新
の
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
た
が
、
そ
の
発
表
要
旨
や
側
会
の
会
報
な
ど
で
は
、
後
北
条
氏
の
使
用
し
た
手
づ
く
ね
の
か

わ
ら
け
は
「
権
力
の
象
徴
」
「
威
信
財
」
と
い
っ
た
文
言
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
大
島
慎
一
他
「
発
掘
調
査
の
成
果
に
み
る
小
川
原
城
」
「
小
田
原
市
史
別
編
城
郭
」
所
収
、
１

９
９
５
年
。
ま
た
、
こ
の
編
年
を
土
器
の
編
年
に
応
用
し
た
研
究
と
し
て
、
山
口
剛
志
「
小
田

原
城
と
そ
の
城
下
出
土
の
か
わ
ら
け
に
つ
い
て
薑
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
研
究
報
告
恥
”
」
所

収
、
１
９
９
１
年
。
ま
た
、
服
部
実
喜
「
戦
国
都
市
小
田
原
と
北
条
領
国
の
土
師
質
土
器
」
『
中

近
世
土
器
の
基
礎
研
究
Ｘ
Ⅳ
、
京
都
系
土
師
器
皿
の
伝
播
と
受
容
ｌ
中
世
後
期
を
中
心
に
ｌ
」

所

収

、

１

９

９

９

年

が

あ

る

。

（
５
）
「
小
田
原
市
史
、
通
史
編
、
原
始
古
代
中
世
」
８
２
９
頁
。

（
６
）
前
掲
（
５
）
８
３
６
頁
。

（
７
）
「
焔
硝
曲
輪
」
上
層
、
「
藩
校
集
成
館
跡
」
”
号
溝
、
「
三
の
丸
箱
根
口
跡
」
１
号
堀
下
層
、

「
城
米
曲
輪
（
御
用
米
曲
輪
）
」
１
次
１
号
溝
、
「
三
の
丸
山
本
内
蔵
邸
跡
Ⅳ
」
か
わ
ら
け
廃

棄
層
、
「
城
下
法
雲
寺
跡
」
２
号
溝
か
ら
検
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
で
「
三
の
丸

山
本
内
蔵
邸
跡
Ⅳ
」
か
わ
ら
け
廃
棄
層
、
「
藩
校
集
成
館
跡
」
”
号
溝
は
ほ
ぼ
手
づ
く
ね
か
わ

ら
け
で
占
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
少
量
の
手
づ
く
ね
か
わ
ら
け
が
検
出
さ
れ
た
遺
構
と
し
て

「
欄
干
橋
町
遺
跡
第
Ⅳ
地
点
」
３
３
３
号
遺
構
・
叫
号
遺
構
、
「
中
宿
町
遺
跡
第
Ⅱ
地
点
」
第
６

号

炉

・

第

皿

号

土

坑

な

ど

が

あ

る

。

（
８
）
前
掲
（
５
）
８
３
３
頁
。

（
９
）
『
小
田
原
城
三
の
丸
藩
校
集
成
館
跡
の
調
査
」
小
田
原
市
教
育
委
員
会
、
２
０
０
０
年
。

（
皿
）
前
掲
（
２
）
。
な
お
、
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
前
掲
（
５
）
で
も
服
部
氏
は
支
城
か
ら
検
出
さ
れ

た
か
わ
ら
け
を
紹
介
さ
れ
た
が
、
編
年
な
ど
が
若
干
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
よ
り
新
し
い
成

果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
前
者
の
も
の
を
記
し
た
。

（
ｕ
）
前
掲
（
１
）
と
同
じ
。

（
岨
）
小
野
正
敏
『
戦
国
城
下
町
の
考
古
学
」
講
談
社
選
害
メ
チ
ェ
、
一
九
九
七
年
。

（
喝
）
前
掲
（
５
）
８
３
５
頁
。

（
Ｍ
）
前
掲
（
５
）
（
吃
）
と
同
じ
。

（
巧
）
「
快
元
僧
都
記
」
「
群
耆
類
従
」
第
二
十
五
輯
雑
部
巻
四
五
六
。

（
随
）
佐
脇
英
智
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
東
京
堂
出
版
。
「
役
帳
」
に
、
備
中
殿
（
伊
勢
貞
辰
か
）
、

伊
勢
兵
庫
頭
殿
、
同
八
郎
殿
（
伊
勢
貞
就
息
か
）
、
大
和
殿
（
大
和
晴
統
）
、
小
笠
原
六
郎
殿

（
小
笠
原
元
続
）
、
同
弥
六
殿
（
小
笠
原
元
続
弟
か
）
な
ど
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｒ
）
前
掲
（
５
）
８
３
６
頁
、
ま
た
、
前
掲
（
２
）
媚
頁
、
１
９
９
９
年
。

（
昭
二
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査
報
告
耆
第
２
０
３
集
「
駿
府
城
内
遺
跡
』
２
０
０
９
年
。

（
岨
）
河
合
修
「
駿
府
界
隈
の
か
わ
ら
け
」
「
江
戸
遺
跡
研
究
会
第
妬
回
大
会
江
戸
在
地
系
カ
ワ

ラ
ケ
の
成
立
〔
発
表
要
旨
〕
」
２
１
９
頁
、
２
０
１
２
年
。

（
別
）
天
文
二
年
三
月
十
一
日
、
小
田
原
に
下
向
し
た
為
和
は
北
条
氏
綱
館
の
お
け
る
歌
会
で
「
い
へ

は
え
に
み
な
れ
ぬ
花
の
朝
こ
ち
に
な
ひ
く
も
し
る
き
北
の
藤
な
み
」
の
歌
を
詠
い
、
そ
の
注
に

「
氏
綱
女
中
は
、
近
衛
関
白
殿
御
姉
に
て
ま
し
ま
す
か
、
ご
内
縁
に
な
ら
れ
け
る
間
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
の
記
事
を
根
拠
と
し
て
、
氏
綱
の
後
室
は
近
衛
尚
通
の
娘
と
さ
れ
て
い
る
今
為

和
・
政
為
詠
草
集
」
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
耆
第
布
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
２
０
０
７
年
）
。
高
群
逸

枝
氏
は
近
衛
尚
通
を
中
心
と
す
る
近
衛
家
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
、
男
子
は
近
衛
家
と
久
我
家

を
相
続
し
た
者
を
除
い
て
全
て
出
家
し
、
女
子
は
将
軍
足
利
義
晴
と
北
条
氏
綱
の
夫
人
と
な
っ

た
者
を
除
い
て
や
は
り
出
家
す
る
か
不
婚
で
あ
る
と
す
る
。
女
子
が
不
婚
で
あ
る
理
由
と
し
て

摂
関
家
の
女
子
が
入
る
べ
き
家
格
の
家
が
無
か
っ
た
た
め
と
さ
れ
る
（
高
群
逸
枝
著
、
栗
原
弘

校
訂
「
平
安
鎌
倉
室
町
家
族
の
研
究
」
国
耆
刊
行
会
、
１
９
８
５
年
）
。
将
軍
家
は
兎
も
角
と

し
て
、
北
条
家
と
近
衛
家
の
家
格
が
合
う
と
は
思
え
ず
、
氏
棡
と
の
婚
姻
は
異
例
と
思
わ
れ
る
。

「
北
藤
」
は
近
衛
尚
通
が
し
か
る
べ
き
女
性
を
養
女
と
し
た
後
、
氏
綱
の
も
と
に
嫁
が
せ
た
の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（
皿
）
前
掲
（
岨
）
２
２
０
頁
。

（
犯
）
「
御
湯
殿
上
日
記
」
天
文
二
年
六
月
五
日
条
、
十
月
二
十
九
日
条
、
天
文
三
年
四
月
二
十
八
日

条

。

（
翌
『
小
田
原
市
史
、
史
料
編
、
原
始
古
代
中
世
Ｉ
』
三
八
○
号
文
書
。

（
型
）
前
掲
（
恥
）
と
同
じ
。

（
お
）
鳥
居
和
郎
「
後
北
条
氏
の
京
都
外
交
と
左
近
士
氏
」
「
戦
国
史
研
究
囎
号
」
２
０
０
５
年
。

（
配
）
前
掲
（
昭
）
と
同
じ
。

（
”
）
前
掲
（
１
）
と
同
じ
。

－50－



（
肥
）
「
出
陣
次
第
」
（
田
中
穰
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
言
の
う
ち
）
歴
史
［

（
羽
）
北
条
氏
繁
は
天
正
六
年
二
五
七
八
年
）
に
病
没
し
て
い
る
。

（
釦
）
伊
勢
貞
丈
「
貞
丈
雑
記
』
酒
盃
之
部
、
東
洋
文
庫
４
４
６
。
蹄

伊
勢
貞
丈
「
貞
丈
雑
記
』
酒
盃
之
部
、
東
洋
文
庫
４
４
６
。
敵

歴
史
民

〆一、

31
，－〆

（
弱
）
前
掲
（
お
）
。
現
在
、
小
田
原
鉢
と
称
さ
れ
る
兜
鉢
の
中
に
は
、
近
世
の
作
品
や
後
銘
の
も
の

が
多
く
、
様
々
な
形
状
の
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
小
田
原
鉢
の
作
例
と
し
て
当

館
特
別
展
図
録
『
後
北
条
氏
と
東
国
文
化
」
『
戦
国
大
名
北
条
氏
と
そ
の
文
書
」
所
収
の
図
版

を

参

照

し

て

頂

き

た

い

。

（
犯
）
『
小
田
原
市
史
、
史
料
編
、
原
始
古
代
中
世
Ⅱ
』
四
四
九
号
文
書
。

（
調
）
伊
勢
貞
順
「
伊
勢
六
郎
左
衛
門
尉
貞
順
記
」
『
續
群
書
類
従
」
第
一
工

（
弘
）
中
井
淳
史
「
妬
世
紀
地
域
社
会
に
お
け
る
献
杯
儀
礼
『
長
楽
寺
永
禄

事
」
を
中
心
に
『
日
本
語
・
日
本
文
化
」
”
巻
所
収
、
２
０
０
１
年

『
小
田
原
市
史
、
史
料
編
、
原
始
古
代
中
世
Ⅱ
』
四
四
九
号
文
書
。

伊
勢
貞
順
「
伊
勢
六
郎
左
衛
門
尉
貞
順
記
」
『
續
群
書
類
従
」
第
二
十

『
長
楽
寺
永
禄

の
大
将
や
侍
大
将
の
頸
実
検
の

時
に
は
、
酒
を
入
れ
た
か
わ
ら
け
を
二
つ
出
し
て
、
酒
を
こ
ぼ
し
呑
ま
せ
る
ま
ね
を
す
る
な
ど

天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
の
第
一
次
合
戦
で
は
氏
綱
は
嫡
男
氏
康
、
弟
の
長
綱
ら
と
と
も
に
出

陣
し
小
弓
公
方
足
利
義
明
、
嫡
男
の
義
純
、
弟
基
頼
ら
を
討
ち
取
っ
た
。
ま
た
、
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
の
第
二
次
国
府
台
合
戦
で
は
氏
政
が
出
陣
し
里
見
義
堯
と
戦
い
勝
利
し
て
い
る
。

ま
た
、
氏
康
の
房
総
出
陣
の
様
子
を
み
る
と
、
初
見
は
天
文
十
三
年
九
月
に
土
雁
原
、
十
月
に

内
安
房
、
天
文
十
六
年
閏
七
月
に
は
下
総
に
出
陣
、
天
文
二
十
二
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て

内
安
房
、
天
文
十
六
年
閏
七
月
に
は
下
総
に
出
陣
、
天
文

四
輯
下
武
家
部
。

房
総
に
出
陣
し
て
い
る
（
前
掲
（
５
）
５
１
８
，
９
頁
）
。

と
記
さ
れ
る
。

日
記
』
「
色
部
氏
年
中
行

俗
博
物
館
所
蔵
。

－51－


