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は
じ
め
に

　

本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
北
条
家
文
書
」
に
含
ま
れ
る
文

書
で
あ
る
。「
北
条
家
文
書
」
は
狭
山
北
条
家
に
伝
来
し
た
文
書
群
で
あ
り
、
小
田

原
北
条
氏
の
一
族
で
あ
る
北
条
氏
規
、
氏
盛
の
家
系
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
文

書
群
の
内
容
と
し
て
は
、
氏
規
や
氏
盛
以
降
の
歴
代
当
主
の
受
給
文
書
の
ほ
か
に
、

北
条
氏
一
族
の
発
給
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
う
し
た
北
条
氏
一
族
の
発
給
文
書

は
、
近
世
以
降
に
狭
山
北
条
家
が
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に

て
取
り
上
げ
る
史
料
も
北
条
氏
規
の
発
給
文
書
で
あ
る
が
、
本
文
書
群
に
入
っ
た
経

緯
等
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
す
で
に
史
料
集（

（
（

や
博
物
館
展
示
図
録（

（
（

に
お
い
て
翻
刻
や
解
説
が
な
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
言
解
釈
等
改
め
て
検
討
を
行
い
、
史
料
と
し
て
の
性

格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

本
史
料
の
形
態
・
翻
刻
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
本
史
料
の
形
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
こ
う
。
寸
法
は
縦
三
三
・
一
セ
ン
チ
、

横
二
八
・
六
セ
ン
チ
で
あ
る
。
紙
は
楮
紙
で
あ
る
。
伝
来
の
過
程
で
文
書
の
奥
が
切

断
さ
れ
て
お
り
、
本
来
の
受
給
者
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
更
に
別
の
紙
が

あ
て
が
わ
れ
裏
打
ち
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
字
の
書
き
出
し
と
文
書
の
袖
の

余
裕
、
文
字
の
大
き
さ
や
行
間
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
と
よ
り
竪
切
紙
で

あ
ろ
う
か
と
推
測
で
き
る
。
北
条
氏
に
お
い
て
竪
切
紙
は
、
定
例
的
な
命
令
、
一
族

宛
の
書
状
や
他
大
名
家
に
宛
て
た
文
書
に
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
る（

（
（

。
そ
れ
で
は
次
に

翻
刻
を
示
す
（

P.59
図
（
参
照
）。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

北
条
家
文
書　

北
条
氏
規　

一
夜
帰　

秘
蔵　

無
上　

茶
の
湯

【
要
旨
】

　

当
館
所
蔵
の
北
条
家
文
書
に
含
ま
れ
る
、
北
条
氏
規
書
状
を
取
り
上
げ
る
。
翻

刻
を
行
い
、
文
中
に
使
用
さ
れ
る
「
一
夜
帰
」、「
程
有
間
敷
」
と
「
秘
蔵
」
の
用

例
を
も
と
に
、
文
書
の
内
容
の
確
認
を
行
っ
た
。

　

検
討
の
結
果
、
天
正
七
年
か
ら
九
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
北
条

氏
と
徳
川
氏
の
間
で
宇
治
茶
や
茶
の
湯
に
関
す
る
贈
答
な
ど
、
文
化
的
交
流
を
示

す
史
料
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

梯　
　
　

弘　

人

【 

資
料
紹
介 

】

九
月
廿
三
日
付
北
条
氏
規
書
状
に
つ
い
て
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先
日
者
預
一
書
候
、
祝
着
候
、
面
談
之
心
地
而
詠
入
候
、
陸
地
之

通
用
可
有
之
事
程
有
間
敷
候
、
必
一
夜
帰
ニ
御
越

彼
む
か
し
を
承
届
度
候
、
自
先
年
者
少
年
寄
候
へ
共
、

彼
覧
之
昔
を
承
度
候
、
仍
箱
一
給
候
、
御
心
指
祝
着
候
、

秘
蔵
可
申
候
、
但
茶
之
湯
与
哉
ら
ん
不
存
候
間
如
何
、
然
共
自

家
康
節
々
無
上
御
音
信
候
、
賞
味
不
浅
候
、
遂
面
上
積
御

物
語
申
度
候
、
委
細
者
朝
弥
可
被
申
条
、
早
々
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　

追
而
到
来
候
間
鮭

　

進
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美

　
　
　
　
　
　

九
月
二
十
三
日　
　

氏
規　
（
花
押
）

　
　
　
　
（
後
欠
）

　

以
上
が
翻
刻
と
な
る
。
と
り
わ
け
従
前
の
翻
刻
に
対
し
て
文
字
を
改
め
る
部
分
は
、

二
行
目
の
「
一
夜
帰
」
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
一
夜
備
」
と
解
読
し
て
い

た
。
し
か
し
「
一
夜
備
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
は
、
北
条
氏
発
給
文
書
に
お
い
て
管

見
に
な
い
。
一
方
で
「
一
夜
帰
」
と
す
る
用
例
は
他
に
（
点
確
認
で
き
た
。

　

そ
の
「
一
夜
帰
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
文
書
は
（
永
禄
十
二
年
・
一
五
六
九
）
閏

五
月
十
三
日
付
北
条
氏
政
書
状（

5
（

と
、（
永
禄
十
年
・
一
五
六
七
）
正
月
十
日
付
北
条

氏
政
書
状（

（
（

で
あ
る
。
後
者
の
史
料
写
真
（
図
（
）
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、「
帰
」
と

い
う
解
読
で
よ
い
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
続
い
て
内
容
の
確
認
を
進
め
て
い
こ
う
。

二　

本
史
料
の
内
容
に
つ
い
て

　

本
史
料
は
北
条
美
濃
守
氏
規
に
よ
る
書
状
で
あ
り
、
宛
所
の
人
物
か
ら
の
便
り
へ

の
返
事
で
あ
る
。
受
領
名
「
美
濃
守
」
を
名
乗
っ
て
い
る
時
期
の
も
の
で
あ
り
、

「
美
」
と
省
略
し
て
記
し
て
い
る
。
花
押
も
は
っ
き
り
分
か
る
状
態
で
あ
る
。

　

ま
ず
氏
規
は
、
手
紙
へ
の
礼
を
述
べ
、
宛
所
の
人
物
と
面
談
し
た
よ
う
な
気
持
と

な
り
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
陸
地
の
通
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が

「
程
有
間
敷
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
必
ず
「
一
夜
帰
」
に
氏
規
の
も
と
へ
来
訪
し

て
も
ら
い
、
昔
か
ら
の
話
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
先
年
よ
り
少
し

年
を
取
っ
た
け
れ
ど
も
、
昔
話
を
聞
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
宛
所
の
人
物
か
ら
氏
規
に
対
し
て
「
箱
」
が
贈
ら
れ
た
の
で
、
氏
規
は
、

懇
志
に
感
謝
を
述
べ
「
秘
蔵
」
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
茶
の
湯
と
か
い

う
も
の
を
良
く
分
か
ら
な
い
と
断
り
を
い
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
康
か
ら

氏
規
へ
た
び
た
び
「
無
上
」
が
届
け
ら
れ
て
お
り
、
お
い
し
く
味
わ
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
最
後
に
、
氏
規
は
宛
所
の
人
物
と
面
会
し
て
、
積
も
る
話
を
し
た
い
と

伝
え
、
詳
細
は
朝
比
奈
弥
太
郎
泰
勝
に
託
す
と
し
て
い
る
。
追
而
書
き
の
部
分
で
氏

規
が
、
到
来
物
の
鮭
を
返
礼
と
し
て
送
る
と
述
べ
る
。

　

宛
所
と
な
る
人
物
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
推
測
は
可
能
で
あ
る
。
家
康
か
ら

氏
規
へ
「
無
上
」
が
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
手
紙
の
詳
細
に
つ
い
て
、
徳
川
家

康
の
家
臣
、
朝
比
奈
泰
勝
が
述
べ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
宛
所

の
人
物
は
、
徳
川
氏
の
関
係
者
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
積
も
る
昔
の
話
を
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
氏
規
が
今
川
氏
の
人
質
と
し
て
駿
府
に
い
た
時
代
か
ら

の
知
己
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い（

7
（

。

　

次
に
、
内
容
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
本
文
中
に
使
用
さ
れ
る
用
語
の
検
討
を
行

う
。
内
容
把
握
に
必
要
な
「
一
夜
帰
」、「
程
有
間
敷
」、「
秘
蔵
」
す
る
「
箱
」
や

「
無
上
」
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

三　
「
一
夜
帰
」
の
用
例
と
意
味

　

ま
ず
従
前
の
翻
刻
と
異
な
る
部
分
で
あ
る
、「
一
夜
帰
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
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図 2　正月十日付　北条氏政書状（部分）
神奈川県立公文書館所蔵

図１　九月廿三日付　北条氏規書状
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考
え
て
い
こ
う
。（
永
禄
十
二
年
）
閏
五
月
十
三
日
付
北
条
氏
政
書
状（

8
（

に
お
け
る
用

例
か
ら
、
そ
の
意
味
内
容
を
確
認
す
る
。

　

父
親
の
葬
儀
の
た
め
、
北
条
氏
に
従
う
岡
部
和
泉
守
か
ら
北
条
氏
へ
帰
郷
の
許
可

申
請
が
な
さ
れ
た
。
折
し
も
駿
河
国
薩
埵
峠
（
静
岡
市
清
水
区
）
に
お
い
て
、
北
条

氏
と
武
田
氏
が
対
陣
を
続
け
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
。
和
泉
守
か
ら
の
申
請
に
対
し

て
氏
政
は
、
通
常
と
は
異
な
る
対
応
で
あ
る
が
、「
一
夜
帰
」
に
帰
郷
し
、
葬
儀
を

行
っ
て
か
ら
薩
埵
峠
に
戻
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
一
夜
で
あ
っ
て
も

和
泉
守
が
戦
線
離
脱
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
味
方
の
士
気
が
落
ち
て
し
ま
う
の
で
、

郷
里
に
は
た
だ
一
日
の
み
逗
留
し
、
戦
線
に
復
帰
す
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
。
こ
の

用
例
か
ら
「
一
夜
帰
」
と
い
う
の
は
、
当
日
の
夜
ま
で
に
は
急
ぎ
帰
る
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、（
永
禄
十
年
）
正
月
十
日
付
北
条
氏
政
書
状（

9
（

に
お
い
て
氏
政
は
、
豊
前
山

城
守
に
対
し
、
弟
で
あ
る
氏
照
が
病
で
あ
る
の
で
「
一
夜
帰
」
に
早
く
氏
照
の
も
と

へ
来
診
し
て
、
薬
の
調
合
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
し
て
い
る
。
こ
の
用
例
に

お
い
て
、
至
急
氏
照
の
も
と
へ
来
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
捉
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
「
一
夜
帰
」
と
は
、
至
急
目
的
地
へ
移
動
し
、
日
帰
り
で
戻

る
と
い
う
意
味
内
容
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
史
料
に
戻
っ
て
「
一
夜
帰
」
の
表
現
の
部
分
に
つ
い
て
、
氏
規
の

語
る
内
容
を
考
え
て
み
よ
う
。「
必
ず
日
帰
り
で
氏
規
の
も
と
へ
急
い
で
お
越
し
い

た
だ
き
、
昔
話
を
伺
い
た
い
」
と
い
う
内
容
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

す
る
と
、
宛
所
の
人
物
と
氏
規
は
、
す
ぐ
に
で
も
会
え
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
文
書
発
給
時
の
状
況
は
、
陸
地
の
通
用
が
で
き
る
の
が
「
程
有
間
敷
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
陸
地
の
通
用
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
続
い
て
「
程
有
間

敷
」
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

四　

陸
地
の
通
用
が
「
程
有
間
敷
」
と
い
う
状
況
に
つ
い
て

　

北
条
氏
規
と
宛
所
の
人
物
の
間
の
状
況
、
す
な
わ
ち
陸
地
の
通
用
が
「
程
有
間
敷
」

状
況
は
、「
一
夜
帰
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

「
程
有
間
敷
」
と
い
う
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

例
え
ば
、
沼
尻
合
戦
に
際
し
て
出
さ
れ
た
（
天
正
十
二
年
・
一
五
八
四
）
六
月
廿

一
日
付
北
条
氏
照
書
状（

（1
（

に
お
い
て
氏
照
は
、
上
野
国
衆
の
那
波
顕
宗
に
対
し
、
上
野

国
の
戦
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
敵
方
で
あ
っ
た
常
陸
国
小
田
城
（
つ
く
ば
市
）
の

梶
原
政
景
が
味
方
に
つ
い
た
の
で
、
敵
軍
の
敗
北
は
「
程
有
間
敷
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、（
天
正
十
一
カ
。
一
五
八
三
）
夘
月
廿
四
日
付
北
条
氏
邦
書
状
写（

（（
（

、
同
廿

八
日
付
北
条
氏
邦
書
状（

（1
（

に
お
い
て
、
氏
邦
は
、
赤
見
「
入
道
殿
」
の
指
揮
下
で
戦
う

矢
野
氏
・
岸
氏
の
戦
功
を
認
め
、「
入
道
殿
の
本
意
」
が
「
程
有
間
敷
」
と
い
う
状

態
で
あ
る
の
で
、
一
層
戦
功
を
励
む
よ
う
伝
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
、
敵
軍
の
敗
北
が
「
程
有
間
敷
」
と
い
う
状
況
は
、

自
軍
に
有
利
な
戦
況
で
は
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
敵
軍
と
交
戦
中
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
戦
功
を
あ
げ
た
武
士
に
対
す
る
本
意
が
「
程
有
間
敷
」
と
い
う

状
況
は
、
本
意
が
叶
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
本
意
が
達
成
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
っ
た（

（1
（

。
す
な
わ
ち
「
程
有
間
敷
」
と
い
う
表
現
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
近

い
将
来
実
現
さ
れ
る
見
込
み
が
高
い
状
態
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
推
測
し
う
る（

（1
（

。

　

し
た
が
っ
て
氏
規
は
、
陸
地
の
通
用
が
近
い
将
来
確
保
さ
れ
る
と
い
う
見
込
み
で

あ
る
た
め
、
そ
の
折
に
は
急
い
で
会
い
に
来
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
望
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
陸
上
の
交
通
状
況
は
、
文
書
発
給
の
年
次
を
考
え
る
大

き
な
カ
ギ
と
な
る
。
そ
の
文
書
発
給
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
引
き

続
き
本
文
内
容
の
検
討
を
続
け
る
た
め
、「
箱
」、「
無
上
」
の
用
例
を
確
認
し
よ
う
。
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五　
「
秘
蔵
」
す
る
「
箱
」
と
「
無
上
」
に
つ
い
て

　

次
に
、「
秘
蔵
」
す
る
「
箱
」
と
「
無
上
」
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
北

条
氏
関
係
者
が
「
秘
蔵
」
す
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
北
条
氏
関
係
者
が
「
秘

蔵
」
す
る
も
の
と
し
て
、
鷹（

（1
（

、
馬（

（1
（

、
刀
剣（

（1
（

、
勅
筆
の
短
冊（

（1
（

・
笈
・
紋
紗
、
梅
の
絵（

11
（

、

南
蛮
水
滴（

1（
（

、
あ
み
か
か
り
の
鶴（

11
（

、
青
磁
の
花
瓶（

11
（

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

用
例
か
ら
、「
秘
蔵
」
す
る
も
の
と
は
、「
威
信
財
と
な
り
う
る
も
の（

11
（

」
と
し
て
定
義

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
史
料
に
戻
っ
て
「
箱
」
が
威
信
財
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
見
通
し

を
得
た
と
こ
ろ
で
、
北
条
氏
関
係
者
の
使
う
「
箱
」
の
用
例
を
み
て
い
き
た
い
。

「
箱
」
は
数
詞
と
し
て
表
れ
て
お
り
、
主
に
贈
答
品
を
入
れ
る
容
器
と
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
蜜
柑（

11
（

や
蝋
燭（

11
（

、
塩
硝（

11
（

、
虎
・
豹
の
皮（

11
（

、
名
薬（

11
（

が
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
一
方
で
、
箱
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
文
箱（

11
（

」
と
し
て
（
例
所
見
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
か
ら
、
本
史
料
で
記
さ
れ
る
「
箱
」
も
何
か
の
容
器
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
れ
で
は
そ
の
中
身
等
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
箱
」
に
関
す
る
記
述
に
続

く
、
氏
規
が
分
か
ら
な
い
と
す
る
茶
の
湯
と
家
康
か
ら
贈
ら
れ
る
「
無
上
」
が
そ
れ

を
考
え
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
無
上
」
と
は
宇
治
茶
の
銘
柄
で
あ
り（

1（
（

、
氏
規
が
賞
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、

家
康
か
ら
贈
ら
れ
た
宇
治
茶
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
他
に
も
北
条
氏

関
係
者
が
宇
治
茶
と
し
て
の
「
無
上
」
を
贈
ら
れ
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る（

11
（

。

　

つ
ま
り
、
氏
規
は
宛
所
の
人
物
か
ら
茶
の
湯
に
関
す
る
「
箱
」
を
贈
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
氏
規
自
身
は
家
康
か
ら
宇
治
茶
を
贈
ら
れ
、
そ
れ
を
飲
む
こ
と
は
あ
る
が
、

茶
の
湯
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
せ
っ
か
く
の
「
箱
」
で

あ
る
か
ら
秘
蔵
す
る
、
と
い
う
文
意
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
茶
道

に
お
け
る
名
物
道
具
に
は
「
箱
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、「
箱
」
そ

の
も
の
が
威
信
財
に
な
り
う
る
も
の
で
は
な
く
、
箱
の
中
身
が
茶
の
湯
に
関
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
定
的
な
と
こ
ろ
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
時
代
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

六　

文
書
発
給
の
年
次
比
定
に
つ
い
て

　

本
史
料
は
私
信
と
し
て
の
書
状
で
あ
る
た
め
、
作
成
年
次
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

作
成
年
次
の
比
定
の
材
料
と
し
て
、
文
書
発
給
者
で
あ
る
氏
規
の
花
押
の
形
を
み
て

い
こ
う
。
北
条
氏
規
文
書
に
つ
い
て
検
討
し
た
黒
田
基
樹
氏
の
成
果（

11
（

に
基
づ
け
ば
、

本
文
書
に
お
け
る
花
押
は
、
一
類
三
型
に
分
類
し
う
る
。
こ
の
形
の
花
押
の
類
例
と

し
て
天
正
十
一
年
と
推
定
さ
れ
る
八
月
十
七
日
付
の
北
条
氏
規
書
状（

11
（

の
ほ
か
、
年
未

詳
文
書
が
数
例
存
在
す
る（

11
（

。

　

そ
の
後
氏
規
の
花
押
は
、
天
正
十
二
年
と
推
定
さ
れ
る
四
月
六
日
付
北
条
氏
規
書

状（
11
（

か
ら
、
新
し
い
二
類
の
花
押
に
変
化
し
て
い
る
。
黒
田
氏
に
よ
る
分
類
の
と
お
り
、

大
き
く
形
が
変
化
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
花
押
の
形
か
ら
本
史
料
は
、
天
正
十
二
年
に
花
押
が
変
化
す
る
前
、
天

正
十
一
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

　

ま
た
、
氏
規
が
名
乗
る
「
美
濃
守
」
の
受
領
名
初
見
は
（
天
正
六
年
・
一
五
七
八
）

正
月
廿
五
日
付
北
条
氏
政
書
状（

11
（

で
あ
る
た
め
、
発
給
年
次
は
天
正
六
年
以
降
、
天
正

十
一
年
ま
で
に
絞
ら
れ
る
。

　

そ
の
期
間
中
、
先
程
検
討
し
た
と
お
り
、
北
条
氏
と
徳
川
氏
の
間
で
陸
地
の
通
用

が
途
絶
え
た
時
期
で
あ
る
と
限
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
武
田
氏
が
駿
河
国
を
領
有
し

て
い
た
時
期
で
か
つ
、
北
条
氏
・
徳
川
氏
と
武
田
氏
が
敵
対
し
て
い
た
間
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
北
条
氏
が
武
田
氏
と
対

立
関
係
と
な
っ
た
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
か
ら
、
武
田
氏
が
滅
ぶ
前
年
、
天
正
九
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年
（
一
五
八
一
）
ま
で
の
三
年
間
に
絞
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
は
武
田
氏
遺
領
を
巡
っ
て
北
条
氏
と
徳
川
氏
が
交

戦
中
で
あ
り
、
相
互
の
交
流
は
途
絶
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
天
正
十
一
年

で
あ
る
と
す
る
と
陸
地
の
通
用
は
確
立
し
て
お
り
、
氏
規
の
認
識
と
は
ず
れ
が
生
じ

る（
11
（

。

　

以
上
の
検
討
か
ら
本
史
料
は
、
北
条
氏
と
徳
川
氏
の
間
で
陸
地
の
通
用
が
確
保
さ

れ
て
い
な
い
、
天
正
七
年
か
ら
天
正
九
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
お
わ
り
に

　

以
上
の
と
お
り
本
稿
で
は
、
当
館
所
蔵
の
北
条
氏
規
書
状
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

た
。
武
田
氏
の
勢
力
下
で
あ
っ
た
駿
河
国
を
挟
ん
だ
、
北
条
氏
・
徳
川
氏
の
繋
が
り

を
示
す
史
料
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

家
康
や
徳
川
氏
関
係
者
か
ら
氏
規
へ
、
宇
治
茶
や
茶
の
湯
に
関
す
る
も
の
が
海
上

輸
送
さ
れ
て
い
る
。
陸
上
交
通
が
途
絶
し
軍
事
的
緊
張
状
態
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、

戦
国
大
名
間
の
文
化
的
交
流
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

文
化
に
関
す
る
史
料
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
、
北
条
氏
に
お
け
る
文
化
的
側
面

に
つ
い
て
も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

註（
（
） 

当
館
所
蔵
の
「
北
条
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
当
館
特
別
展
図
録
『
戦
国
大
名
北
条
氏
と
そ

の
文
書
─
文
書
が
教
え
て
く
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
─
』（
二
〇
〇
八
）
を
参
照
い
た
だ
き
た

い
。

（
（
） 『
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
』（
以
下
『
戦
北
』）
四
〇
二
四
号
、『
新
横
須
賀
市
史　

資
料
編
古

代
・
中
世
Ⅱ
』（
以
下
『
新
横
』）
二
七
三
六
号
。

（
（
） 

当
館
前
掲
註
（
特
別
展
図
録
、馬
の
博
物
館
企
画
展
図
録
『
名
馬
と
武
将
』（
馬
事
文
化
財
団
、

二
〇
一
九
）。

（
（
） 

鳥
居
和
郎
「
後
北
条
氏
関
係
文
書
の
料
紙
と
折
紙
に
つ
い
て
─
形
と
折
り
に
込
め
ら
れ
た
意

識
─
」（『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
三
四
、
二
〇
〇
八
）。

（
5
） 「
岡
部
文
書
」（『
小
田
原
市
史　

史
料
編
中
世
Ⅱ
』（
以
下
『
小
Ⅱ
』）、
八
五
四
号
）。

（
（
） 「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
豊
前
文
書
」（『
小
Ⅱ
』
六
七
三
号
）。

（
7
） 

駿
河
で
の
人
質
時
代
の
氏
規
に
つ
い
て
は
、
浅
倉
直
美
「
天
文
〜
永
禄
期
の
北
条
氏
規
に
つ

い
て
─
本
光
院
殿
菩
提
者
と
な
る
ま
で
─
」（『
駒
沢
史
学
』
九
〇
、
二
〇
一
八
）
参
照
。

（
8
） 

前
掲
註
5
史
料
。

（
9
） 

前
掲
註
（
史
料
。

（
（0
） 「
色
部
文
書
」（『
新
八
王
子
市
史　

資
料
編
（
中
世
』（
以
下
『
新
八
』）
九
二
六
号
）。

（
（（
）「
赤
見
昌
徳
氏
所
蔵
文
書
」（『
戦
北
』
二
五
二
八
号
）。

（
（（
）「
岸
文
書
」（『
戦
北
』
二
五
三
〇
号
）。

（
（（
）
沼
尻
合
戦
は
、（
天
正
十
二
年
）
七
月
廿
三
日
付
北
条
氏
直
書
状
（「
大
藤
文
書
『
小
田
原
市

史　

史
料
編
中
世
Ⅲ
』（
以
下
『
小
Ⅲ
』
一
六
一
〇
号
）
に
よ
り
、
七
月
二
十
三
日
に
北
条
軍

が
陣
を
引
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
（（
）
赤
見
「
入
道
」
の
「
本
意
」
は
北
条
氏
へ
仕
官
し
、
上
野
国
に
お
い
て
所
領
を
獲
得
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。（
天
正
十
一
年
）
五
月
十
七
日
付
北
条
氏
邦
書
状
（「
小
室
開

弘
氏
所
蔵
赤
見
文
書
」『
戦
北
』
二
五
三
七
号
）
に
お
い
て
、
北
条
氏
邦
と
垪
和
康
忠
の
間
で

赤
見
入
道
の
処
遇
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
関
口
明
「
戦
国
期
上

野
赤
見
氏
の
動
向
─
後
北
条
領
国
・
武
田
両
国
へ
の
移
住
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
駒
沢
史
学
』

七
〇
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
（5
）
他
類
例
と
し
て
、
次
の
事
例
を
確
認
し
た
。
①
（
弘
治
元
年
・
一
五
五
五
）
十
二
月
十
七
日

付
北
条
氏
康
書
状
写
（「
和
学
講
談
所
本
集
古
文
書
七
一
」『
小
Ⅱ
』
三
四
三
号
）、
②
（
天
正

九
年
）
五
月
七
日
付
北
条
氏
政
書
状
写
（「
武
州
文
書
十
二
」（『
小
Ⅲ
』
一
三
七
〇
号
））、
③

庚
寅
（
天
正
十
八
年
・
一
五
九
〇
）
正
月
廿
一
日
付
北
条
家
朱
印
状
（「
神
奈
川
県
立
金
沢
文

庫
保
管
称
名
寺
文
書
」『
小
Ⅲ
』
二
〇
一
五
号
）、
④
（
年
未
詳
）
二
月
十
七
日
付
小
笠
原
康

広
書
状
（「
竹
本
泰
一
氏
所
蔵
榊
原
文
書
」『
戦
北
』
四
〇
九
五
号
）、
⑤
（
天
正
十
八
年
）
三

月
廿
四
日
付
北
条
氏
忠
書
状
（「
高
瀬
文
書
」『
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
研
究
報
告
』
五
〇
、
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小
田
原
北
条
氏
文
書
補
遺
一
一
〇
号
）、
①
は
葛
西
城
（
葛
飾
区
）
に
お
い
て
元
服
し
た
足
利

義
氏
の
古
河
入
城
に
つ
い
て
、
②
、
⑤
は
侵
攻
し
て
き
た
敵
軍
（
佐
竹
軍
や
豊
臣
軍
）
の
敗

北
に
つ
い
て
、
③
は
そ
の
年
の
作
付
に
つ
い
て
、
④
は
徳
川
軍
の
戦
略
目
標
達
成
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
「
程
有
間
敷
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
当
事
者
に
と
っ
て
近

い
将
来
実
現
さ
れ
る
見
込
み
が
高
い
状
態
を
指
す
言
葉
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）（
弘
治
二
年
カ
・
一
五
五
六
）
七
月
廿
二
日
付
北
条
綱
成
書
状
（「
白
川
文
書
」『
戦
北
』
五
二

三
号
）。

（
（7
）（
弘
治
元
年
）
閏
十
月
十
七
日
付
北
条
氏
康
書
状
写
（「
白
川
文
書
」『
小
Ⅱ
』
三
三
九
号
）。

（
（8
）（
年
未
詳
）
八
月
廿
日
付
北
条
氏
康
書
状
写
（「
豊
前
氏
古
文
書
抄
」『
小
Ⅱ
』
六
五
二
号
）、

（
年
未
詳
）
三
月
廿
六
日
付
北
条
氏
康
披
露
状
写
（「
喜
連
川
文
書
四
」『
小
Ⅱ
』
一
〇
五
〇

号
）、（
年
未
詳
）
六
月
廿
日
付
北
条
氏
政
書
状
写
（「
記
録
御
用
所
本
古
文
書
十
一
」『
小
Ⅲ
』

一
二
二
三
号
）、（
天
正
七
年
）
五
月
八
日
付
北
条
氏
邦
書
状
写
（「
上
杉
文
書
六
」『
戦
北
』

二
〇
六
八
号
）。

（
（9
）（
年
未
詳
）
三
月
廿
一
日
付
北
条
氏
政
書
状
写
（「
後
撰
芸
葉
十
四
」『
小
Ⅲ
』
二
一
九
七
号
）。

（
（0
）（
永
禄
十
二
年
）
十
二
月
五
日
付
北
条
氏
康
書
状
（「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
豊
前
文
書
」

『
小
Ⅱ
』
九
二
一
号
）。

（
（（
）（
年
未
詳
）
八
月
十
五
日
付
北
条
氏
康
書
状
（「
堀
江
龍
三
郎
氏
所
蔵
文
書
」『
小
Ⅱ
』
一
〇
六

七
号
）。

（
（（
）（
年
未
詳
）
十
月
十
八
日
付
北
条
氏
規
書
状
（「
林
原
美
術
館
所
蔵
文
書
」『
新
横
』
二
七
三
七

号
）。
鶴
は
、
中
世
や
江
戸
時
代
に
お
い
て
贈
答
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
食
用
と
し
て
消
費

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
盛
岡
藩
に
お
い
て
鉄
砲
で
捕
獲
さ
れ
た
鶴
は
、
初
鶴
な

ど
と
し
て
儀
式
に
供
さ
れ
る
が
、
網
で
捕
獲
し
た
鶴
は
、
城
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
。（
久
井
貴
世
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
ツ
ル
の
狩
猟
─
ツ
ル
の
捕
獲
に
関
す
る
諸
制
度
と
鉄

砲
・
わ
な
に
よ
る
捕
獲
─
」『
野
生
動
物
と
社
会
』
四
巻
一
号
、
二
〇
一
六
））。
今
回
取
り
上

げ
る
あ
み
か
か
り
の
鶴
も
観
賞
用
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
消
費
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

推
測
で
き
よ
う
。

（
（（
）（
年
未
詳
）
極
月
七
日
付
北
条
氏
政
書
状
写
（「
堀
内
久
勇
氏
所
蔵
文
書
」『
小
Ⅲ
』
二
二
二
九

号
）。

（
（（
）
贈
答
品
の
場
合
、
も
の
を
や
り
取
り
す
る
人
物
の
相
互
関
係
や
、
も
の
に
込
め
ら
れ
た
当
事

者
の
気
持
ち
な
ど
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
様
々
な
背
景
事
情
が
あ
っ
て
、
も
の
は
「
秘

蔵
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
事
例
と
し
て
挙
げ
た
「
梅
の
絵
」
は
合
戦
で
戦
死
し
た
豊
前
山

城
守
の
後
室
か
ら
、
故
人
の
形
見
と
し
て
北
条
氏
康
へ
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
（5
）（
永
禄
十
二
年
）
十
一
月
廿
九
日
付
北
条
氏
政
書
状
（「
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
上
杉
家
文

書
」『
小
Ⅱ
』
九
二
〇
号
）、（
年
未
詳
）
十
月
十
八
日
付
北
条
氏
規
書
状
（「
林
原
美
術
館
所

蔵
文
書
」『
新
横
』
二
七
三
七
号
）。

（
（（
）（
天
正
五
年
カ
・
一
五
七
七
）
四
月
十
七
日
付
北
条
氏
規
書
状
（「
堀
口
久
太
郎
氏
所
蔵
文
書
」

『『
新
横
』
二
五
四
〇
号
）。

（
（7
）
子
（
天
正
十
六
年
・
一
五
八
八
）
拾
月
十
三
日
付
権
現
山
城
物
書
立
写
（「
諸
州
古
文
書
十
二

武
州
」『
戦
北
』
三
三
八
〇
号
）。
な
お
本
事
例
は
城
孰
守
備
の
為
の
備
蓄
品
で
あ
り
、
贈
答

品
で
は
な
い
。

（
（8
）（
天
正
十
四
年
・
一
五
八
六
）
夘
月
廿
日
付
成
田
氏
長
書
状
（「
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
伊
達
家

文
書
」（『
新
八
』
九
六
九
号
）。

（
（9
）（
年
未
詳
）
五
月
十
八
日
付
間
宮
綱
信
書
状
（「
芹
沢
文
書
」『
新
八
』
一
一
七
七
号
）。

（
（0
）（
年
月
日
未
詳
）
北
条
氏
政
書
状
（「
早
雲
寺
所
蔵
文
書
」『
小
Ⅲ
』
二
二
三
九
号
）。

（
（（
）
橋
本
素
子
『
中
世
の
喫
茶
文
化　

儀
礼
の
茶
か
ら
「
茶
の
湯
」
へ
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

八
）
一
五
四
〜
一
五
七
頁
参
照
。

（
（（
）（
天
正
十
一
年
カ
）
徳
川
家
康
書
状
写
（「
黄
徴
古
簡
集
六
」『
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
研
究
報

告
』
五
〇
、
小
田
原
北
条
氏
文
書
補
遺
一
二
五
号
）
に
お
い
て
、
家
康
か
ら
近
藤
出
羽
守
へ

無
上
二
斤
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
更
に
（
天
正
十
年
）
相
州
御
道
者
賦
日
記
（「
御
師
関
係
文
書

断
簡　

五
」『
埼
玉
県
史
料
叢
書
十
二　

中
世
新
出
重
要
史
料
二
』
六
五
七
号
）
に
お
い
て
は
、

伊
勢
御
師
か
ら
「
御
屋
形
様
（
北
条
氏
直
）」
と
「
御
隠
居
様
（
北
条
氏
政
）」
が
と
も
に
無

上
一
斤
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
天
正
十
四
年
、
十
五
年
時
点
の
名
物
道
具
を
記
し
た
『
山
上
宗
二
記
』（
熊
倉
功
夫
校
注
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
に
は
名
物
道
具
と
し
て
「
箱
」
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
（（
）
黒
田
基
樹
「
北
条
氏
規
文
書
の
考
察
」（
同
『
戦
国
大
名
領
国
の
支
配
構
造
』
岩
田
書
院
、
一

九
九
七
、
初
出
一
九
九
一
）。



− （（ −

神奈川県立博物館研究報告−人文科学−第47号（2020年12月）

（
（5
）「
紀
伊
国
古
文
書
所
収
藩
中
古
文
書
四
」（『
戦
北
』
二
五
六
六
号
）。

（
（（
）
黒
田
基
樹
前
掲
註
（（
論
文
。

（
（7
）「
不
破
文
書
」（『
新
横
』
二
六
一
七
号
）。

（
（8
）「
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
遠
藤
文
書
」（『
小
Ⅲ
』
一
二
七
三
号
）。

（
（9
）
当
該
時
期
の
駿
河
・
伊
豆
国
境
の
軍
事
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
則
竹
雄
一
「
戦
国
期
駿
豆
境

界
地
域
の
大
名
権
力
と
民
衆
─
天
正
年
間
を
中
心
に
─
」（
同
『
戦
国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
、
初
出
一
九
九
九
）
参
照
。




