
初
期
幕
政
に
お
け
る
二
元
政
治
論
序
説

鎌

田

道

隆

O

北
島

・
藤
野
両
氏
の
二
元
政
治
論

三
代
将
軍
徳
川
家
光
に
将
軍
職
を
ゆ
ず
り
な
が
ら
、
な
お
大
御
所

と
し
て
幕
府
政
治
の
実
権
を
に
ぎ

っ
て
い
た
徳
川
秀
忠
が
、
寛
永
九

年

(
一
六
三
二
)

一
月

二
十
四
日
没
し
た
。
こ
の
二
日
後
の
出
来
事

　
ユ

　

と
し
て
、
『
徳
川
実
紀
』
は
次
の
記
事
を
か
か
げ
て
い
る
。

又
此
日
、
目
付
宮
城
甚
右
衛
門
和
甫
京
坂
に
御
使
し
、
こ
た
び

御
大
喪

に
よ
り
、
関
西
の
諸
大
名
江
戸
に
ま
か
る
べ
か
ら
ず
、

各
封
地
堅
固
に
守
り
、
前
令
違
犯
す
べ
か
ら
ず
と
の
御
旨
を

つ

た
え
し
め
、
女
院
の
御
方
に
も
御
使
を

つ
と
め
し
め
ら
る
。

前
将
軍
で
あ
り
、
大
御
所
と
し
て
な
お
実
際
に
幕
政
の
最
高
実
力

者

で
あ

っ
た
人
物

の
葬
儀
に
際
し
、
そ
の
直
臣
に
も
あ
た
る
関
西
の

諸
大
名

に
対
し
て
、
葬
儀

へ
の
参
列
無
用
と
在
国
と
が
、
幕
府
の
命

令
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
関
西
と
は
、

関
西
地
方
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
西
日
本
全
体
の
こ
と
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
命
令
が
三
代
将
軍
家
光
の
名
に
お
い
て

発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
目
し

て
お
く
べ
き
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
。

西
日
本
の
諸
大
名
は
、
な
ぜ
江
戸
に
駆
け
つ
け
秀
忠
の
大
喪
に
参

列
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
時
期
西
日
本
の
大
名
の
み
が
在
国
し
領
政
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
国
内

・
国
外
の
特
別
な
異
変
も
見
あ
た
ら
な
い
。

秀
忠
の
葬
儀
参
列
に
か
こ
つ
け
て
、
西

日
本
の
諸
大
名
が
大
挙
し

て
出
府
し
て
く
れ
ば
、
江
戸
に
お
い
て
ど

ん
な
大
事
件
が
企
て
ら
れ

る
か
わ
か

っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
危
惧
と
疑
念
が
将
軍
家
光

を
擁
す
る
江
戸
の
幕
閣
を
と
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
。
西
日
本
の
諸

大
名
を
充
分
に
統
制
で
き
て
い
な
い
と
い
う
認
識
と
、
大
御
所
と
い

う
実
力
者
を
失

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
く
る
幕
政

へ
の
不
安
が
、
西
日
本
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諸
大
名

へ
の
出
府
停
止
令
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

元
和
九
年

(
一
六
二
三
)
七
月

二
十
七
日
に
三
代
将
軍
に
就
任
し

て
以
来
、
家
光
の
将
軍
在
位
は
秀
忠
死
没
の
寛
永
九
年
正
月
ま
で
、

八
力
年
余
に
わ
た
る
。

こ
の
八
年
余
に
お
よ
ぶ
幕
藩
制
支
配
が
決
し

て
将
軍
家
光
に
よ
る
単
独
施
政
で
な
か

っ
た
こ
と
を
、
こ
の
事
件
は

も
の
が
た

っ
て
い
る
。
将
軍
が
、
あ
る
い
は
将
軍
を
中
心
と
す
る
幕

閣
が
、
し

っ
か
り
と
統
治
で
き
て
い
た
の
は
東
日
本
だ
け
で
あ

っ
た

と
い
え
ば
言
い
す
ぎ

で
あ
ろ
う
か
。
西
日
本
支
配
を
も
含
め
た
全
国

統
治
と

い
う
点

で
は
、
大
御
所
秀
忠

の
力
量
に
よ
り
か
か

っ
て
い
た

八
年
余
だ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
寛
永
年
間
前
半
の
時
期

に
、
東
日
本
と
西
日
本

の
政

治
的
差
違
が
歴
然
と
し
て
い
ま
だ
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
、
将
軍
と

大
御
所
と
に
よ
る
協
同
幕
政
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
し

か
も
、
将
軍
と
大
御
所
と
の
協
力
に
よ
る
幕
府
政
治
と
い
う
形
態
は
、

慶
長
十
年

(
一
六
〇
五
)
四
月
十
六
日
の
二
代
秀
忠
の
将
軍
就
任
か

ら
大
御
所
家
康
が
没
す
る
元
和
二
年
四
月
十
五
日
ま
で
の
期
間
に
も

み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
慶
長
年
間

の
後
半
に
行
わ
れ
た
将
軍
と

大
御
所
と
に
よ
る
幕
府
政
治
を
、
北
島
正
元
氏
ら
は
二
元
政
治
と
よ

　　
　

ん
で
い
る
。
な
ら
ば
、
寛
永
前
期
の
将
軍
家
光
と
大
御
所
秀
忠
と
に

よ
る
幕
府
政
治
も
、

二
元
政
治
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
場
合
に
も
将
軍
と
大
御
所
と
い
う
二

大
権
力
者
の
存
在
形
態
に
依
拠
し
た
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
北
島
正
元
氏
は
、
単
に
将
軍

と
大
御
所
と
の
二
大
権
力

者

の
存
在
を
も

っ
て
二
元
政
治
と
よ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
大
御
所
家
康
と
将
軍
秀
忠
は
対
立
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、

一

　
ヨ
　

元
的
な
方
向
に
あ

っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

慶
長
八

(
一
六
〇
三
)
年

の
江
戸
開
幕
は
、
徳
川
氏
の
全
国
政

権
と
し
て
の
地
位
を
明
確
化
し
た
が
、
そ
の
政
治
組
織
に
も
当

然
そ
れ
に
応
じ
た
整
備
が
必
要
で
あ

っ
た
。
同
十
年
に
将
軍
職

を
秀
忠
に
ゆ
ず

っ
た
家
康
は
同
十
二
年
に
駿
府
に
退
隠
し
た
が
、

実
際
に
は

「大
御
所
」
と
し
て
幕
政
を
裏
面
か
ら
動
か
し
、
将

軍
秀
忠
も
父
の
意
志

に
柔
順
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
こ
れ
以
後

の

公
文
書
に
も
家
康

の
名
で
出
さ
れ
た
も
の
が
多
く
秀
忠

の
出
し

た
公
文
書
は
た
ん
に
そ
れ
を
裏
づ
け
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
少

く
な
い
こ
と
で
も
わ
か
る
。

家
康
の
強
力
な
指
導
と
支
援

の
も
と
に
、
秀
忠
を
盟
主
と
す
る
幕

府
政
治
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
認
識
を
北
島
氏
は
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
幕
政
が
二
元
で
あ

っ
た
と
い
う
論
理
は
、
成
立
し
な
い
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
は
、
何
を
も

っ
て
二
元
政
治
論
が
主
張

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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北
島

氏
や
藤
野
氏
の
所
説
に
よ
る
と
、
問
題
は
慶
長
十
年
に
将
軍

職
を
退

い
た
家
康
が
、
本
多
正
純
を
側
近
と
し
て
、
「江
戸
の
幕
府

を
小
規
模
に
し
た
よ
う
な
政
治
機
構
を
駿
府
に
つ
く

っ
た
」
こ
と
に

　
る
　

あ

っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
の
幕
閣
と
駿
府

の
政
府
と
の
対

立

・
抗
争

の
経
緯
を
二
元
政
権
ま
た
は
二
元
政
治
と
み
て
い
る
の
で

あ
る
。

大
御
所
と
な

っ
た
家
康
は
、
江
戸
の
将
軍
補
佐
役
と
し
て
家
康
腹

心
の
本
多
正
信
を
こ
れ
に
あ
て
、
正
信
の
子
正
純
を
駿
府
に
お
い
て
、

本
多
父
子
を
軸
と
す
る
統

一
政
治
を
め
ざ
し
た
が
、
江
戸
の
幕
閣
で

は
大
久
保
忠
隣

・
酒
井
忠
世

・
酒
井
忠
利

・
土
井
利
勝
ら
の
譜
代
勢

力
が
成
長
し
て
本
多
正
信
は
し
だ
い
に
疎
外
さ
れ
孤
立
す
る
よ
う
に

な

っ
た
。

こ
う
し
た
譜
代
大
名
に
よ
る
江
戸
政
権
の
形
成
に
対
し
て
、

駿
府
政
権
の
構
成
は
能
力
主
義
的
で
対
照
的
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、

本
多
正
純
と
若
干
の
譜
大
名
以
外
に
天
海

・
崇
伝

・
林
羅
山
の
僧
侶

や
学
者
、
大
久
保
保
長
安

・
伊
奈
忠
次
ら
の
代
官
頭
、
後
藤
庄
三
郎

・

茶
屋
四
郎
次
郎

・
亀
屋
栄
仁
ら
の
豪
商
、
外
国
人
の
三
浦
按
針
ら
と

い
っ
た
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
そ
の
中
枢
に
あ

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

藤
野
保
氏
は
、
駿
府
政
権
を
分
類
し
て
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
構

　
　
　

成
さ
れ

て
い
た
と
し
た
。
そ
の
第

一
グ
ル
ー
プ
は
新
参
譜
代

・
近
習

出
頭
人
、
第
ニ
グ

ル
ー
プ
は
僧
侶
と
学
者
、
第

三
グ
ル
ー
プ
は
豪
商

と
代
官
頭
、
第
四
グ
ル
ー
プ
を
外
国
人
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
駿
府
政
権
は
、
政
治
の
実
権
を
も

つ
大
御
所
家
康
の
直
下
と
い
う

こ
と
か
ら
、
発
言
力
が
強
く
、
全
国
支
配

に
深
く
か
か
わ

っ
た
と
指

　　
　

摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
政
権
は
徳
川
家
臣
団
の
系
譜
を

優
先
す
る
譜
代
勢
力
が
結
集
し
て
、
関
東
地
方
を
中
心
と
す
る
幕
府

政
治
を
固
め
て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
二
元
的
政
権
の
か
た
ち
が
、

両
政
権
に
結
集
す
る
勢
力

の
対
立
と
な

っ
て
激
化
し
た
が
、
家
康
の
強
大
か
つ
巧
妙
な
統
制
力

は
、
そ
の
矛
盾
を
幕
府
の
危
機
に
ま
で
表
面
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ

　
　

　

た
。
し
か
し
、
慶
長
十
七
年

の
岡
本
大
八
事
件

こ
ろ
か
ら
か
な
り
顕

在
化
し
、
大
久
保
長
安
事
件

で
は
政
争
の
形
を
と
り
、
元
和
二
年

の

大
御
所
家
康
と
本
多
正
信
の
死
を
契
機
と
し
て
、
駿
府
政
権
は
解
体

さ
れ
、
二
元
政
治
も
解
消
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
駿
府
政
権
の
解
体
と
江
戸
政
権
の
強
化
と
い
う
か

た
ち
で
の
慶
長
政
治
の
終
結
は
、
譜
代
勢
力
を
中
心
と
す
る
将
軍
政

治
が
確
立
す
る
元
和
政
治

へ
の
方
向
を
決

め
た
と
、
藤
野
保
氏
は
整

　　
　

理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「幕
府
そ
れ
自
身
の
組
織

の
整
備
」
と
、

「統

一
権
力
と
し
て
諸
大
名
を
統
治
し
、
か

つ
幕
藩
体
制
を
組
織
す

る
」
と
い
う
二
つ
の
課
題
に
応
え
る
方
策
と
し
て
と
ら
れ
た
二
元
政

治
11
慶
長
政
治
を
否
定
し
た
の
が
、
元
和
政
治
で
あ

っ
た
と
し
て
い
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る
。慶

長
期
の
二
元
政
治
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
、
北
島

正
元
、
藤
野
保
両
氏
に
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
幕
政
初
期

に
お
け

る
二
元
政
治
論
は
元
和
以
降
再
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
と
判

断
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
藤
野
保
氏
は
元
和
政
治
の
の
ち
、
寛
永
初

期
政
治

に
お
い
て

「
二
元
政
治
の
再
展
開
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
分
析

さ
れ

て
い
る
。
藤
野
氏
の
二
元
政
治
再
展
開
論
を
み
て
お
こ
う
。

藤
野
氏
は
、
「
秀
忠
は
将
軍
職
を
譲
与
し
た
の
ち
も
、
家
康
と
同

じ
く
大

御
所

(
西
丸
居
住
)
と
し
て
、
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
た
た

め
、
こ

こ
に
幕
政
は
再
び
将
軍
政
治

(家
光
)
と

「
大
御
所
政
治
」

の
二
元
政
治
の
形
を
と

っ
て
展
開
す
る
こ
と
と
な

っ
た
」
と
し
て
、

大
御
所

11
西
丸
派
と
将
軍
11
本
丸
派
の
構
成
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

㍍
胱
具
体
的
な
大
名
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
列
記
し
な
い
が
・
西
丸
老

職
が
秀
忠

の
側
近
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
し
た
の
に
対
し
、
本
丸
老
職

は
新
旧

の
譜
代
層
か
ら
構
成
さ
れ
、

こ
の
な
か
か
ら
家
光
側
近
の
新

譜
代
層
が
台
頭
し
て
い
く
と
い
う
整
理
を
さ
れ
て
い
る
。
経
緯
か
ら

先

に
追

え
ば
、
寛
永
九
年
正
月
秀
忠

の
死
に
よ

っ
て
西
丸
老
職
は
解

散
し
て
二
元
政
治
も
解
消
し
た
。
そ
し
て
こ
の
二
元
政
治
の
解
消
は

「慶
長
政
治
に
お
け
る
二
元
政
治
も
含
め
て
、
初
期
幕
政
に
お
け
る

特
殊
政
治
形
態
と
し
て
の
二
元
政
治
そ
の
も
の
の
解
消
を
意
味
し
た
。

こ
の
こ
と
は
幕
府

の
組
織

の
整
備
に
伴
う
将

軍
独
裁
権

の
確
立
を
意

味
し
、
家
光
の
寛
永
政
治
は
こ
の
よ
う
な
体
制

の
確
立
の
上
に
展
開

　
り
　

し
た
」
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
二
元
政
治
論
が
、
初
期
幕
政

に
お
け
る
幕
閣
の
構
成
と

そ
の
派
閥
抗
争
の
理
解
に

一
定
の
意
義
づ
け
を
で
き
た
点
に
お
い
て

は
評
価

で
き
る
が
、

二
元
政
治
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
や
、
そ
の
二

元
政
治

の
前
提
要
件
と
い
う
面
で
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず

疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
む
し
ろ
、
初
期
幕
政

に
お
け
る
二
元
政
治
論

そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
問
い
な
お
す
必
要

さ
え
覚
え
る
。
以
下
、
論

点
を
整
理
し
な
が
ら
、
新
し
い
二
元
政
治
論
を
提
起
し
て
み
た
い
。

⇔

コ

一元
政
治
論
L
の
再
検
討

問
題
の
所
在
か
ら
、
ま
ず
整
理
し
て
み
よ
う
。
慶
長
期
の
二
元
政

治
に
つ
い
て
は
、
北
島
正
元
氏
も
藤
野
保
氏
も
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
の

う
え
に
立

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
慶
長
期
に
お
け
る
二
元

政
治
論
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
み
よ
う
。

確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
元
と
い
う
の
は
、

大
御
所
家
康
と
将
軍
秀
忠
と
か
ら
政
令
が

二
途
に
出
た
と
い
う
意
味

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は

一
元
政
治
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
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こ
が
二
元
な
の
か
と
い
え
ば
、
駿
府
政
権
と
江
戸
政
権
の
競
合

・
対

立
を
も

っ
て
二
元
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
北
島
氏
は
、
駿
府
政

権
が

「
戦
国
的
な
政
治
組
織
の
延
長
」
と
い
う
か
、
「
家
政
的
職
制

の
典
型
」
と
も
い
え
る
出
頭
人
政
府
、
す
な
わ
ち

「家
臣
団
の
系
譜

を
重
視

す
る
よ
り
も
、
各
界
の
器
量
人
を
起
用
し
、
そ
の
職
能
に
応

じ
て
家
政

の
管
理
を
分
担
さ
せ
る
」
か
た
ち
の
も
の
で
あ

っ
た
の
に

対
し
、

江
戸
政
権
は
三
河
以
来
の
門
閥
譜
代
勢
力
で
固
め
ら
れ
た
組

織
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
に
、
両
政
権

の
対
立

・
抗
争
が
あ

っ
た
と
み
て

　
　
　

い
る
。

し
か
も
、
そ
の
構
造
の
異
な
る
両
政
権
の
な
か
で
、
個
人
的

感
情
的

対
立
が
複
雑
に
か
ら
ん
だ
こ
と
も
、
い

っ
そ
う
二
元
的
政
権

　ヨ

の
様
相

を
深
め
さ
せ
た
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
北
島

氏
に
お

い
て
は
、
な
ぜ
江
戸
幕
府
が
初
期
に
お
い
て
駿
府
と
江
戸
の

二
元
的

政
権
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
問
題

の
設
定
は
見
あ
た
ら
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
家
康
が
大
御
所
と
な
っ

て
駿
府

に
移

っ
た
結
果
と
し
て
、

二
元
的
政
権
が
誕
生
し
た
と
い
う

設
定
か
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
野
保
氏
は
、
も

っ
と
積
極
的
な
意
義
づ
け
の
視
点
か
ら
二
元
政

治
論
を
展
開
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
江
戸
の
将
軍
政
治
は
当

面
幕
府

の
基
礎
づ
く
り
を
主
要
な
目
的
と
し
」
た
の
に
対
し
、
「駿

府

の

「
大
御
所
政
治
」
は
文
字
通
り
全
国
統
治

の
政
権
と
し
て
君
臨

　ヨ

し
」
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
江
戸
の
将
軍
政
治
は
そ
の
支
配
領
域

が
関
東
内
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
に
、
駿
府

の
大
御
所
政
治
は
全
国

統
治
が
課
題

で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
政
治
目
的
の
相
違
が
江
戸

政
権
で
は
譜
代
勢
力
に
よ
る
官
僚
政
治

の
形
成
と
な
り
、
駿
府
政
権

で
は
家
康
を
と
り
ま
く
多
彩
な
側
近
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
と
理
論
づ
け
て
い
る
。
藤
野
氏
の
整

理
は
わ
か
り
や
す
く
初

期
幕
政
に
お
け
る
二
元
政
治
の
意
義
づ
け
が
か
な
り
明
白
と
な

っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
原
点
に
立
ち
か
え

っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、

い

く

つ
か
の
疑
問
が
生
じ
る
。
江
戸
幕
府
の
草
創
期
、
幕
府
組
織

の
整

備

・
確
立
と
全
国
諸
大
名
の
統
治
と
い
う

二
つ
の
課
題
が
あ

っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
二
つ
の
政
治
課
題
は
慶

長
八

(
一
六
〇
三
)
年
か
ら
十
年
に
い
た
る
家
康
の
将
軍
在
任
中
も
、

ま
た
慶
長
十
年
に
家
康
が
大
御
所
と
な

っ
て
か
ら
同
十
二
年
に
駿
府

に
本
拠
を
構
え
る
ま
で
の
期
間
も
、
そ
し

て
ま
た
元
和
二
年

(
一
六

一
六
)
に
家
康
が
没
し
て
駿
府
政
権
が
解
消
し
た
あ
と
も
、

一
貫
し

て
江
戸
幕
府
が
に
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ

う
し
た
素
朴
な
疑
問
に
立
脚
す
る
と
き
、
大
御
所
家
康

の
駿
府
在
城

中
の
期
間
の
み
を
二
元
政
治
と
し
、
そ
の
政
治
形
態
が
幕
府
組
織

の

整
備
と
全
国
統
治
と
い
う
二
つ
の
政
治
課
題
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
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す
る
考

え
方
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。

ま
た
藤
野
氏
は
右
の
よ
う
な
政
治
課
題
と
、
大
御
所
と
将
軍
の
二

元
政
治
論
と
を
結
び

つ
け
な
が
ら
、
家
康
が
将
軍
職
を
譲

っ
て
大
御

所
と
な

っ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
「家
康
が
将
軍
職
を
わ
ず
か

二
年
で
秀
忠

に
ゆ
ず

っ
た
の
は
、
下
剋
上
の
思
想
に
最
後

の
と
ど
め

を
刺
し
、
豊
臣
方
に
、
政
権
回
復
の
期
待
を
断
念
さ
せ
る
た
め
で
あ

っ

　レ
　

た
」
と
、
政
権

の
世
襲
が
目
的

で
あ

っ
た
と
し
て
、

二
つ
の
政
治
課

題
と
の
関
連
は
全
く
示
さ
れ

て
い
な
い
。
も
し
、
こ
の
将
軍
職
の
世

襲
と
豊
臣
方
の
政
権
断
念
を
天
下
に
示
す
た
め
で
あ

っ
た
と
い
う
議

論
を
も
ち
だ
す
な
ら
ば
、
家
康
は
全
く
政
治
の
世
界
か
ら
手
を
引
き
、

全
権
を
秀
忠
に
引
き
継
い
だ
姿
勢
を
示
さ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

大
御
所
家
康
と
将
軍
秀
忠
の
現
実
の
構
図
は
、
将
軍
職
と
い
う
位
置

を
き
わ

め
て
媛
少
化
し
、
将
軍
職
は
徳
川
家
の
家
政
担
当
、
大
御
所

こ
そ
が
全
国
統
治
と
い
う
か
た
ち
を
示
し
て
い
た
。
藤
野
氏
は
元
和

九
年

の
将
軍
家
光
と
大
御
所
秀
忠
と
い
う
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
言

及
し
、
「
家
康

の
場
合
は
政
権

の
世
襲
を
示
す
の
が
主
で
あ

っ
た
の

に
対
し
、
秀
忠
の
場
合
は
、
自
由
な
立
場

で
大
名
統
制
を
強
化
す
る

の
が
主

で
あ

っ
た
」
雄
、
大
御
所
体
制
と
政
治
課
題
と
の
関
係
を
説

い
て
い
る
。

つ
い
で
に
、
藤
野
氏

の
慶
長
政
治
の
終
焉
と
元
和
政
治
の
展
開
、

そ
し
て
元
和
末
年
か
ら
の
二
元
政
治
の
再
展
開
論
に
つ
い
て
も
検
討

し
て
お
こ
う
。
藤
野
氏
は
家
康
の
死
に
よ

っ
て
慶
長
期
の
二
元
政
治

は
解
消
し
、
駿
府
の

「
大
御
所
政
治
」
機
能
は
こ
と
ご
と
く
江
戸
の

将
軍
に
吸
収
さ
れ
た
と
整
理
し
、
そ
の
後
は
名
実
と
も
に
幕
府
11
将

軍
政
治
が
統

一
的
封
建
権
力
と
し
て
諸
大
名
に
君
臨
す
る
体
制
が
確

　ま

立
し
、
江
戸
が
そ
の
中
心
地
と
な

っ
た
と
意
義
づ
け
て
い
る
。
だ
が

先
述
の
ご
と
く
そ
の
後

「
秀
忠
は
将
軍
職
を
譲
与
し
た
の
ち
も
、
家

康
と
同
じ
く
大
御
所

(西
丸
居
住
)
と
し

て
、
政
治
の
実
権
を
掌
握

し
た
た
め
、
こ
こ
に
幕
政
は
再
び
将
軍
政
治

(家
光
)
と

「
大
御
所

政
治
」

の
二
元
政
治

の
形
を
と

っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
」
と

　ヨ

述

べ
て
い
る
。
そ
れ
は
将
軍
政
治
口
本
丸
老
職
グ
ル
ー
プ
と
大
御
所

政
治
11
西
丸
老
職
グ
ル
ー
プ
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の

二
元
政
治
構
造
の
も
と
で
将
軍
独
裁
権
を
強
化
す
る
方
向
で
の
勢
力

交
替
が
進
み
、
幕
府
組
織

の
整
備
が

一
応
完
了
す
る
。
そ
し
て
、
秀

忠

の
死
没
に
よ
っ
て
西
丸
老
職
も
解
体
し
、
初
期
幕
政
に
お
け
る
特

殊
政
治
形
態
と
し
て
の
二
元
政
治
そ
の
も

の
が
解
消
、
家
光
に
よ
る

　お
　

安
定
的
な
将
軍
政
治
が
展
開
さ
れ
て
い
く
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

藤
野
氏
は
将
軍
と
大
御
所
が
存
在
す
る
か
た
ち
を
、
原
則
と
し
て

二
元
政
治
と
認
定
さ
れ
、
将
軍
単
独
の
時
期

に
は
二
元
政
治
は
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
康
な
き
あ
と
の
元
和
政
治
で
秀
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忠
が
幕
府
組
織

の
整
備
と
全
国
統
治
と
い
う
二
つ
の
政
治
課
題
を
統

一
的
に
す
す
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
寛
永
初
期
に
二
元
政
治

と
い
う

「特
殊
政
治
形
態
」
を
と
る
必
要
あ
る
の
か
に
つ
い
て
答
え

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
同
じ
疑
問
は
、
慶
長
期
の
二
元
政
治
に
つ
い

て
も
発

せ
ら
れ
る
。

結
論

か
ら
い
う
な
ら
ば
、
藤
野
氏
は
幕
政
初
期
の
大
き
な
二
つ
の

課
題
が

あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
二
元
政
治
論
に
か
ら

め
て
整

理
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
大
御
所
と
将
軍
と
い
う
存
在
形
態

を
も

っ
て
二
元
政
治
と
い
う
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
将
軍
独
裁
権

の
確
立

に
い
た
る
過
渡
的
政
治
形
態

こ
そ
が
二
元
政
治

に
ほ
か
な
ら

な
い
と

い
う
考
え
が
藤
野
説
の
基
調
に
あ
る
。

二
つ
の
政
治
課
題
論

の
提
起

と
将
軍
独
裁
権
確
立
過
程
論
と
の
間
に
は
、
か
な
り
の
距
離

が
あ
り
、

充
分
な
整
合
性
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
藤
野
氏
は
、
寛
永
年
間
前
期
に
お
け
る
二
元
政
治
に
よ

っ
て
、

家
光
将

軍
の
独
裁
権
が
確
立
さ
れ
て
い
き
、
秀
忠
の
死
に
よ

っ
て
、

名
実
と
も
に
家
光
独
裁
体
制
が
成
立
し
た
と
評
価
さ
れ
、
寛
永
政
治

の
基
礎

は

一
切
の
準
備
を
完
了
す
る
と
の
べ
て
も
い
る
。
は
た
し
て
、

大
御
所
秀
忠
の
死
は
そ
の
ま
ま
幕
政
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ

た
だ
ろ
う
か
。
秀
忠
没
後
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
家
光
政
権
の
幕
政

改
革
の
動
向
こ
そ
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

⇔

東
日
本
と
西
日
本

初
期
幕
政
に
お
い
て
、
将
軍
と
大
御
所
と
に
よ
る

「特
殊
政
治
形

態
」
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
将

軍
と
大
御
所
と
い
う
政

治
上
の
二
大

シ
ソ
ボ
ル
が
登
場
し
て
、
そ
れ
な
り
に
政
治
的
機
能
を

に
な

っ
た
た
め
に
、
幕
政
史
上
の
二
元
政
治

と
し
て
注
目
さ
れ
、
そ

の
分
析
と
意
義
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
い
わ

ゆ
る
二
元
政
治
と
は
、
将
軍
と
大
御
所
が
並

立
す
る
時
期

の
み
の
固

有
な
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
従
来

の
学
説
は
、
将
軍
と
大
御
所
と
い

う

「現
象
」

に
、
あ
ま
り
に
も
眼
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
将
軍
政
治
と
大
御
所
政
治

の
並
存
と
い
う
か
た
ち
は
、

初
期
幕
政
が
か
か
え
て
い
た
基
本
課
題
に
対
応
し
て
、
顕
著

に
あ
ら

わ
れ
た
政
治
形
態
の
ひ
と
つ
だ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
幕
府

の
基
本
課
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
江
戸
に
幕
府
を
開

い
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
た
と
い
う
事
実
を
前
提

と
し
て
、
徳
川
家
康
は
な
ぜ
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
素
朴
な
疑
問
が
発
せ
ら
れ
る
。

こ
の
疑
問
に
正
面
か
ら
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
成
果
は
、
現
在
の
学
界
に
も
な
い
と
い
う
ほ
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か
は
な

い
。
た
だ
、
「
な
ぜ
江
戸

に
」
と
い
う
疑
問
の
わ
く
理
由
は

重
要

で
あ
る
。
戦
国
時
代

の
争
乱
か
ら
天
下
統

一
事
業
の
動
き
が
、

京
都
お
よ
び
京
坂
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
経
緯
か
ら
す
れ

ば
、
中
央
政
治
の
拠
点
を
江
戸
に
定
め
た
こ
と
は
、
「
な
ぜ
」
と
問

い
た
く
な
る
。

江
戸
開
幕
の
理
由
は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
歴

史
研
究

と
し
て
大
事
な
視
点
は
、
な
ぜ
に
と
そ
の
理
由
を
さ
ぐ
る
と

い
う
こ
と
よ
り
も
、
江
戸
に
ど
ん
な
幕
府
を
開

い
た
の
か
、
江
戸
に

幕
府
を
開

い
た
こ
と
で
、
徳
川
政
権
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
か
か
え

こ
ん
だ

の
か
、
そ
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
し
折
り
合
い
を

つ
け
て
い

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
事
実
に
測
し
て
分
析
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
藤
野
氏
が
提
起
し
整
理
さ
れ
た
幕
政
初

期
の
二

つ
の
課
題
、
す
な
わ
ち
幕
府
の
組
織
整
備
と
全
国
諸
大
名
の

統
治
は
、
問
題
の
核
心
を

つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、

幕
府
の
形
成
と
全
国
統
治
と
い
う
政
治
課
題
の
と
ら
え
方
は
、

一
般

的
で
あ
り
、
ど
の
政
権
に
お
い
て
も
共
通
す
る
こ
と
だ
と
も
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
藤
野
氏
も

一
般
論
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

と
り
わ

け
重
大
な
政
治
課
題
、
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
徳
川

政
権

に
と

っ
て
固
有
の
政
治
課
題

で
あ

っ
た
と
の
認
識
に
立

っ
て
い

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

徳
川
政
権
に
と

っ
て
固
有
な
問
題
だ
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当

然
そ
の
原
因
と
な

っ
て
い
る
社
会
状
況
や
政
治
状
況
に
つ
い
て
の
考

察
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
野
氏
の
研
究
で
は
、

こ
の
点
に
つ
い

て
の
言
及
が
な
い
。

徳
川
家
康
は
、
経
済
的
に
は
後
進
地
帯

で
あ
る
東
日
本
を
バ
ッ
ク

グ
ラ
ソ
ド
と
し
、
政
治
的
に
も
武
家
政
治
支
配
の
組
た
て
や
す
い
江

戸
を
え
ら
ん
で
幕
府
を
開

い
た
。
そ
れ
は
、
織
田
信
長
つ
い
で
豊
臣

秀
吉
が
積
極
的
に
活
用
し
て
き
た
商
業
資
本
を
中
心
に
し
て
経
済
的

な
先
進
地
帯
で
あ

っ
た
西
日
本
、
京
坂
を
避
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
京
都
朝
廷
や
寺
社
な
ど
の
伝
統
的
権
力
と
豊
臣
勢
力
の
残
存
す

る
政
治
構
造
の
複
雑
な
京
都

・
大
坂
を
幕
府
の
開
設
地
と
し
て
は
選

択
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
に
幕
府
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、

東
日
本
を
支
配
し
、
幕
府

組
織
を
形
成
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
の
選
択

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
反
面
、
西
日
本
の
支
配
は
ど
う
す
る

の
か
、
西
日
本
を
幕
府
政
治
の
な
か
に
い
か
に
し
て
組
み
こ
ん
で
い

く
の
か
と
い
う
難
問
を
、
江
戸
幕
府
は
当
初
か
ら
か
か
え
こ
ん
で
し

ま

っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
家
康
は
、
そ
の
こ
と
は
充
分
承
知
の
う
え

で
、
あ
え
て
江
戸
を
選
択
し
、
江
戸
型

の
近
世
的
統

一
国
家
形
成
を
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考
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
以
後

の
幕
府
政
治
の
展

開
か
ら
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

慶
長
年
間
の
日
本
は
、
東
日
本
と
西
日
本
と
で
は
政
治

・
経
済

・

文
化

の
全
体
に
わ
た

っ
て
、
大
き
な
差
違
が
あ

っ
た
。
東
日
本
と
西

日
本

の
境
界
を
厳
密
に
ど
の
あ
た
り
と
す
べ
き
か
は
議
論
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
江
戸
を
中
心
と
す
る
関
東

・
東
日
本
と
、
京
都

を
中
心
と
す
る
関
西

・
西
日
本
と
は
、
後
進
地
と
先
進
地
と
い
う
よ

う
に
区
別

で
き
る
ほ
ど
の
差
違
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
日
本
と
西
日
本
の
差
違

の
存
在
を
示
す
典
型
的
な
事
例
は
、
近

世
社
会

で
も

っ
と
も
重
要
な
度
量
衡
器
で
あ

っ
た
枡
と
秤
が
、
そ
れ

ぞ
れ
東
三
十
三
力
国
、
西
三
十
三
力
国
と
国
分
け
さ
れ
て
、
江
戸
枡

座

・
秤
座
、
京
都
枡
座

・
秤
座
と
独
立
的
に
支
配

・
管
理
さ
れ
て
い

　ヨ

た
こ
と
に
よ
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

経
済
的
な
後
進
地
で
発
せ
ら
れ
る
江
戸
の
幕
府
の
経
済
政
策
で
、

先
進
地

で
あ
る
京
坂
の
経
済
を
統
御
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
武
家
支

配
の
み
、

そ
し
て
徳
川
的
価
値
観
で
東
日
本
は
統
治
す
る
こ
と
が
で

き
て
も
、

非
武
家
勢
力
も
大
き
く
、
豊
臣
方
も
残
存
す
る
京
坂

・
西

日
本
を
江
戸
型
の
支
配
方
式

で
そ
の
ま
ま
統
括
す
る
こ
と
も
容
易
で

は
な
い
。

し
か
も
、
京
坂

・
西
日
本
の
先
進
地
型
の
支
配
を
関
東

・

東
日
本

へ
適
用
す
る
こ
と
は
、
京
坂
を
避
け
て
江
戸
型

の
国
家
形
成

を
め
ざ
し
た
徳
川
政
権
と
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
江
戸

の
政
府
を
こ
え
る
政
府
を
京
都
に
設
立
す
る

こ
と
な
し
に
、
そ
れ
は

不
可
能

で
あ
ろ
う
。

徳
川
政
権
は
、
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
こ
と
に
よ
り
、
東
日
本
の

支
配
と
西
日
本
の
支
配
と
い
う
二
元
政
治
の
出
現
を
、
幕
初
か
ら
必

然
と
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
東

日
本
の
支
配
は
、
当
然

江
戸
の
幕
府
が
担
当
す
る
。
問
題
は
西
日
本

の
支
配
を
、
誰
が
ど
の

よ
う
に
担
当
し
て
い
く
の
か
で
あ
る
。

四

家
康
に
お
け
る
伏
見
と
駿
府

徳
川
家
康
が
、
慶
長
八
年

(
一
六
〇
三
)

二
月
十
二
日
に
将
軍
と

な

っ
て
か
ら
同
十
年
四
月
十
六
日
将
軍
を
秀
忠
に
譲
る
ま
で
の
動
向

　
ヨ

を
、
中
村
孝
也
氏
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
江
戸
と
京
都
の
滞
在
に

つ
い
て
、
そ
の
動
向
を
追

っ
て
み
よ
う
。
家
康
は
、
慶
長
八
年

二
月

十
二
日
に
伏
見
城
に
お
い
て
征
夷
大
将
軍
、
源
氏
長
者
、
淳
和

・
奨

　ヨ

学
両
院
別
当
に
任
じ
ら
れ
、
牛
車

・
兵
侯
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
の
ち
、

三
月
二
十

一
日
ま
で
伏
見
城
に
在
城
、
三
月

二
十

一
日
に
上
洛
し
て

二
条
城
に
滞
在
し
、
四
月
十
六
日
に
伏
見
帰
城
。
七
月
三
日
ま
で
は

伏
見
城
に
あ

っ
た
が
、
同
日
再
び
上
洛
し
七
月
十
五
日
ま
で
二
条
城

に
あ
り
、
七
月
十
五
日
か
ら
十
月
十
八
日
ま

で
は
伏
見
城
に
在
城
し
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た
。
そ
し
て
、
十
月
十
八
日
伏
見
を
発
し
て
、
将
軍
と
し
て
は
じ
め

て
江
戸

へ
下

っ
て
い
る
。
将
軍
を
拝
命
し
て
、
七
ケ
月
余
を
京
都

.

伏
見
で
過
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
間
八
月
朔
日
に
は
公
家
衆

・

門
跡

・
諸
大
名
ら
の
八
朔
の
賀
を
伏
見
城

で
う
け
て
い
る
。

慶
長

八
年
十
月
十
八
日
伏
見
を
発
し
た
家
康
は
、
十

一
月
三
日
に

江
戸
城

に
入
り
、
翌
九
年

二
月
三
十
日
ま
で
江
戸
に
滞
在
す
る
。
江

戸
に
あ
る
こ
と
四
ヵ
月
足
ら
ず
、

三
月

一
日
に
江
戸
を
発
し
て
上
洛

の
途
に

つ
き
、
三
月
二
十
九
日
伏
見
に
入
っ
て
い
る
。
伏
見
で
は
六

月
十
日
ま
で
在
城
し
、
同
日
上
洛
し
て
二
条
城
に
入
り
、
七
月

一
日

ま
で
在

京
し
て
い
る
。

二
条
城
か
ら
伏
見
に
帰
城
し
た
家
康
は
閏
八

月
十
四
日
ま
で
伏
見
に
あ
り
、
伏
見

・
京
都
滞
在
六
カ
月
半
の
の
ち

江
戸

へ
下
向
し
て
い
る
。

慶
長
九
年
閏
八
月
十
四
日
に
伏
見
を
発
し
た
家
康
が
江
戸
城
に
入

っ

た
日
程
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
九
月
初
め
に
は
江
戸
に
到
着
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
翌
十
年
の
正
月
九
日
上
洛
の
途
に
つ
く
ま
で
江
戸

城
に
あ

っ
た
。
将
軍
と
し
て
の
二
回
目
の
江
戸
滞
在
は
約
四
カ
月
で

あ

っ
た
。
正
月
早
々
に
江
戸
を
発
し
た
家
康
は
、
途
中
駿
府
に
滞
在

し
た
り
し
て
、

二
月
十
九
日
に
な

っ
て
伏
見
城
に
入
城
し
て
い
る
。

こ
の
慶
長
十
年
の
上
洛
は
、
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
る
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
秀
忠
も
二
月

二
十
四
日
江
戸
を
出
発
、
三
月
二
十

一
日
に
伏

見
に
到
着
し
た
。

伏
見
城

の
家
康
は
、
四
月
七
日
に
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
り
た
い
旨

を
奏
請
し
、
同
月
八
日
二
条
城
に
移

っ
て
参
内
し
た
り
、
親
王

.
門

跡

・
公
家
衆
ら
の
歳
首
の
賀
を
う
け
た
り
し
て
、
同
月
十
五
日
に
伏

見
城

へ
帰

っ
た
。
そ
し
て
翌
四
月
十
六
日
家
康
が
征
夷
大
将
軍
を
辞

し
、
秀
忠
が
代

っ
て
征
夷
大
将
軍
に
就
任

し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
徳
川
家
康
は
将
軍
在
任
中
、
江
戸
に
滞
在
し

た
の
は
約
八
ヵ
月
、

い
っ
ぽ
う
京

・
伏
見
滞
在
は
合
計
す
る
と
十
五

カ
月
余
と
な
り
、
圧
倒
的
に
京

・
伏
見
滞
在
が
な
が
い
。
将
軍
就
退

任
の
儀
式
な
ど
が
伏
見
城
で
行
わ
れ
た
た

め
と
い
う
こ
と
を
割
り
引

い
て
み
て
も
、
江
戸
に
対
し
て
京

・
伏
見

の
比
重
が
決
し
て
低
い
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
々
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
紹
介
で
き

な
い
が
、
京
都
お
よ
び
伏
見
滞
在
中
の
家
康
の
動
向
を
調
べ
て
み
る

と
、
朝
廷
、
公
家
衆

・
門
跡
衆
と
の
儀
礼
的
対
応
か
ら
、
千
姫
の
豊

臣
秀
頼

へ
の
入
輿
に
代
表
さ
れ
る
豊
臣
家

対
策
、
西
国
諸
大
名
の
掌

握
、
外
国
使
節

の
引
見
な
ど
を
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
京
都

・
伏
見
で
行

な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
京
都

・
伏
見
滞
在
中
に
関
東
の
沙
汰
も

令
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
だ
け
整
理

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
京
都

・
伏
見
と

い
う
か
た
ち
で
の
べ
て
き
た
が
、
京
都
滞
在
の
二
条
城
は
か
な
り
儀
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礼
的
な
活
用
の
場
で
あ
る
こ
と
、

二
条
城

へ
は
伏
見
城
か
ら
出
て
、

帰
路
も

か
な
ら
ず
伏
見
城
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
伏
見

城
が
家
康
の
京
坂

・
西
日
本
支
配
の
拠
点

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
家
康
将
軍
の
時
代
、
関
東

・
東
日
本
の
支
配
の
拠
点
が
江
戸

城

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
関
西

・
西
日
本
支
配
の
拠
点
は
伏
見
城

で

あ

っ
た
。

徳
川
家
康
が
将
軍
と
し
て
江
戸
と
伏
見
の
両
拠
点
に
交
互
に
滞
在

し
て
幕

府
政
治
を
展
開
し
た
の
に
対
し
、

二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
場

合
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
秀
忠
は
将
軍
就
任

の
日
か
ら

一
カ
月
を
経
た
慶
長
十
年
五
月
十
五
日
、
伏
見
を
発
し
て

江
戸

へ
向

っ
た
。
そ
の
後
秀
忠
が
上
洛
し
て
く
る
の
は
、
九
年
余
を

経
た
慶

長
十
九
年
の
大
坂
の
陣

の
た
め
の
も
の
で
、
十
九
年
十

一
月

　き

十
日
に
伏
見
城
に
入
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
秀

忠
が
ほ
と
ん
ど
西
日
本
支
配
の
問
題
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ

し
て
家
康
が
そ
う
し
た
西
日
本
支
配
を
分
担
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

大
御
所
と
な

っ
た
徳
川
家
康
の
そ
の
後
の
動
向
も
追

っ
て
み
よ
う
。

慶
長
十
年
四
月
十
六
日
に
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
り
、
五
月
十
五
日
に

江
戸

へ
下
向
す
る
秀
忠
を
見
送

っ
た
の
ち
も
、
家
康
は
伏
見
城
に
残

り
、
五
カ
月
を
経
た
九
月
十
五
日
に
江
戸

へ
向
け
て
伏
見
を
出
発
。

同
年
十
月
二
十
日
に
江
戸
に
入

っ
た
家
康

は
翌
十

一
年
三
月
十
五
日

ま
で
五
カ
月
弱
を
江
戸
に
滞
在
し
、
同
日
上
洛
の
途
に
つ
い
た
。
慶

長
十

一
年
四
月
六
日
に
伏
見
入
り
し
た
家
康
は
、
ま
た
五
カ
月
余
を

伏
見
で
過
ご
し
、
同
年
九
月
二
十

一
日
、
伏
見
を
発

っ
て
江
戸

へ
向
っ

た
。
家
康
の
伏
見
時
代
も
こ
の
と
き
が
最
後
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の

の
ち
家
康
が
上
洛
し
て
く
る
の
は
、
後
水
尾
天
皇
の
即
位
に
か
か
わ
っ

て
の
慶
長
十
六
年
の
上
洛
と
、
や
は
り
大
坂
陣
の
た
め
の
慶
長
十
九

年
の
上
洛
と
い
う
よ
う
に
極
端
に
間
隔
が
遠
く
な

っ
て
い
る
。
慶
長

十
六
年

の
上
洛
は
三
月
十
七
日
か
ら
四
月
十
八
日
ま
で
二
条
城
を
中

心
に
滞
在
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
間

の
三
月
二
十
八
日
に
豊
臣

秀
頼
と
二
条
城

で
会
見
し
た
こ
と
、
四
月
十
二
日
に
在
京
諸
大
名
か

ら
誓
約
書
を
徴
収
し
た
こ
と
な
ど
、
西
日
本
支
配
に
と

っ
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
慶
長
十
九
年
、
同

二

十
年
の
上
洛
は
、
い
ず
れ
も
豊
臣
征
圧
と
い
う
西
日
本
支
配
の
最
重

要
課
題
の

一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

慶
長
十
二
年
以
降
に
頻
繁
な
上
洛
が
な
く
な
る
の
は
、
家
康
が
本

拠
地
を
駿
府
に
定
め
た
こ
と
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。
慶
長
十
二

年
三
月
に
江
戸
か
ら
駿
府

へ
向

っ
た
家
康
は
同
年
十
月
ま
で
駿
府
に

滞
在
し
、
駿
府
城
の
本
格
的
な
造
営
を
お

こ
な
わ
せ
、
伏
見
城
の
器

　　

材

・
財
宝
も
駿
府

へ
と
運
ば
せ
て
い
る
。

こ
れ
に
と
も
な
い
、

こ
れ
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ま
で
伏

見
城
下
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
大
名
た
ち
も
、
あ
い
つ
い
で

屋
敷
を
伏
見
か
ら
駿
府

へ
と
引
き
移
す
と
い
う
こ
と
が
起
こ

っ
て
い

る
。駿

府

に
本
拠
を
構
え
た
家
康
は
、
慶
長
十
二
年
十
月
四
日
か
ら
約

ニ
カ
月
、
同
十
三
年
九
月
十

二
日
か
ら
三
カ
月
弱
、
同
十
五
年
十
二

月
十
日
か
ら
ニ
カ
月
弱
と
い
う
よ
う
に
江
戸
を
訪
れ
て
い
る
。
大
御

所
と
な

っ
て
、
江
戸
滞
在
も
し
だ
い
に
期
間
は
短
か
く
、
間
隔
は
遠

く
な

っ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。

徳
川
家
康
の
動
き
を
追

っ
て
み
る
と
、
慶
長
八
年
に
将
軍
と
な

っ

て
か
ら
同
十
二
年
に
駿
府
を
本
拠
と
す
る
ま
で
の
大
御
所
時
代
初
期

ま
で
は
、
江
戸
よ
り
も
む
し
ろ
伏
見
滞
在
の
方
を
重
視
し
て
い
た
の

で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
、
十
二
年
以
降
は
駿
府
時
代
と
よ
ぶ
に
ふ

さ
わ
し

い
落
ち

つ
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
家
康
の
将
軍
時
代
か
ら
大
御
所
時
代
初
期
の
動
き
は
、
江

戸
に
い
て
は
西
日
本
支
配
が
で
き
な
い
こ
と
、
西
日
本
支
配
は
伏
見

を
拠
点

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
う
す
こ
し

つ
き

つ
め
て
み
る
と
、
将
軍
単
独
の
時
代
が

一
元
政
治

で
、
将
軍
と

大
御
所

の
並
立
時
代
が

二
元
政
治
と
い
う
の
で
は
な
く
、
東
日
本
と

西
日
本

を
別
々
な
政
治
方
針
と
シ
ス
テ
ム
で
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と

い
う
意
味
で
の
二
元
政
治
が
、
幕
府
政
治
の
当
初
か
ら
存
在

し
た
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
、
東
日
本
支
配

に
く
ら
べ
て
西
日
本
支
配
の
方
が
困
難
さ
を
伴
う
か
た
ち
で
江
戸
幕

府
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
判
明
す
る
。
そ
れ
は
、
将
軍
秀

忠
は
就
任
後
ま
も
な
く
江
戸

へ
下
向
し
以
後
上
洛
す
る
こ
と
が
な
か

っ

た
の
に
対
し
、
将
軍
を
こ
え
る
政
治
権
力

を
も
つ
大
御
所
が
伏
見
に

拠
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
充
分
に
う
か
が
え
る
。

つ
ぎ
に
、
大
御
所
の
駿
府
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
家
康

が
な
ぜ
駿
府
を
え
ら
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
な
ぜ
伏
見

で
は
な
か

っ
た
の
か
、
な
ぜ
江
戸
で
は
な
か

っ

た
の
か
と
い
う
点
を
こ
そ
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、

大
御
所
家
康
は
伏
見
に
滞
在
し
な
く
て
も
、
駿
府

に
あ

っ
て
も
西
日

本
支
配
が
可
能
な
条
件
を

つ
く
り
だ
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
と
、
東
日
本
と
西
日
本
支
配
を
分
離
し

つ
つ
、
そ
れ
を
江
戸
に
お

い
て
統

一
的
に
と
り
扱
う
に
は
ま
だ
若
干
時
期
尚
早
だ
と
い
う
判
断

が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

徳
川
氏
が
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

江
戸
か
ら
の
全
国

へ
対
し
て
の

一
元
支
配
が
目
標
で
あ
ろ
う
。
家
康

は
、
や
む
を
得
ず
伏
見
を
拠
点
と
す
る
西

日
本
支
配
を
お
こ
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
も
の
の
、
条
件
が
と
と
の
え
ば
少
し
で
も
江

戸

へ
の

一
拠
点
化
の
方

へ
近
づ
け
る
の
が

ね
ら
い
で
あ
る
。
駿
府
に
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お
け
る
大
御
所
政
治
は
、
二
元
政
治
の
は
じ
ま
り
で
は
な
く
、
前
述

し
た
二
元
政
治
の
統
合
の
わ
ず
か
な
第

一
歩
と
し
て
理
解
で
き
る
の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
慶
長
十
二
年
に
伏
見
か
ら
駿
府

へ
と
政
治
拠
点
を
移
す

こ
と
が

で
き
た
条
件

に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
研
究
が
な
く
、
そ
れ

ら
を
こ
こ
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
慶
長
十
二
年
と
い
う
年
代
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

西
日
本
支
配
ま
た
は
上
方
支
配
が
、
江
戸
に
お
け
る
幕
府
支
配
と
は

相
対
的

に
独
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
事
例
を
示
し
、

二
元
政

治
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

㊨

西
日
本
支
配
機
構
の
形
成

関
ケ
原
合
戦

の
戦
後
処
理
を
経
て
、
慶
長
六
年

(
一
六
〇

一
)
に

板
倉
勝
重
が
加
藤
正
次

・
米
津
親
勝
ら
と
と
も
に
、
京
都
お
よ
び
畿

内
の
政
務
を
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
京
都
所
司
代
の
正
式
の
成
立
は
、
家
康
の
将
軍
就

任
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
板
倉
勝
重
が
従
五
位
下
伊
賀
守
に
叙
さ
れ

た
時
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
西
日
本
支
配
は
、

家
康
が
将
軍
で
あ
る
か
大
御
所
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
康

ー

板
倉
勝
重

(所
司
代
)
を
中
軸
と
す
る
系
列
に
お
い
て
進
め

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
家
康

-

勝
重
ラ
イ
ソ
の
な

か
に
江
戸
の
幕
閣
が
介
在
し
て
こ
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
幕
政

・
民
政
の
あ
ら
ゆ
る
部
分

に
お
い
て
、
江
戸
の
幕

府
政
治
か
ら
所
司
代
政
治
が
独
立
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

所
司
代
政
治
の
相
対
的
独
自
性
と
は
、
京
坂

・
畿
内

・
西
日
本
の
独

自
な
問
題
処
理
の
必
要
性
の
範
囲
内
に
お
い
て
で
あ
る
。
江
戸
の
幕

閣
か
ら
発
せ
ら
れ
る
政
令

・
法
令
が
、
所
司
代
を
通
じ
て
広
く
伝
達

・

実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
江
戸
の
幕
閣

と
は
別
に
、
畿
内

・
西
日
本
の
問
題
を
処
理
し
て
い
く
行
政
組
織
が

所
司
代
を
中
心
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
奈
良
奉
行
の
成
立
を
論
じ
ら
れ
た
杣
田
善
雄
氏
の
研

　タ

究
事
例
に
よ
る
と
、
慶
長
八
年
七
月
の
大
和
国
山
辺
郡
内
の
幕
府
領

・

織
田
有
楽
領
入
組
と
織
田
有
楽
領
の
村
と
の
水
論
で
は
、
伏
見
に
お

い
て
板
倉
勝
重
を
中
心
と
す
る
奉
行
衆
に
よ

っ
て
裁
判
が
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
、
慶
長
十
四
年
の
同
じ
く
大
和
国
添
上
郡
の
東
大
寺
領

・

一
乗
院
領

・
興
福
寺
領
入
組
の
村
と
、
同
山
辺
郡
の
幕
府
領
で
大
久

保
長
安
代
官
所
で
あ

っ
た
村
と
の
池
所
有
争
論
で
も
や
は
り
伏
見
に

お
い
て
板
倉
勝
重
ら
に
よ

っ
て
裁
許
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

　　

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
寺
社
関
係
の
公
事
に

つ
い
て
も
、
「関
ケ
原
陣

後
、
慶
長
十
二
年
ま
で
は
ま
ず
豊
光
寺
承
党

・
円
光
寺
元
倍
ら
の
主
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体
的
役
割

が
目
立

つ
が
、
慶
長
十
二
年
十
二
月
の
承
党
没
後
は
板
倉

と
元
倍

と
が
裁
許
の
中
心
的
存
在
と
な
る
」
と
し
、
「
慶
長
十
五
年

か
ら
は
そ
こ
に
金
地
院
崇
伝
が
加
わ
り
、
元
倍
の
没

(慶
長
十
七
年

五
月
)
後

に
は
崇
伝

・
板
倉
が
公
式
に
寺
社
の
管
掌
を
命
ぜ
ら
れ
る
」

　き

と
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
板
倉
ら
が
審
理
を
重
ね
る
が

「
な
お

問
題
を
残
す
場
合
に
は
駿
府
の
家
康
上
意
を
得
る
と
い
う
形
態
を
と
」

　ヨ

る
と
杣

田
氏
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

初
期
幕

政
に
お
け
る
大
和
支
配
に
関
し
て
は
、
国
奉
行
大
久
保
長

安
が
任
じ
ら
れ
、
大
久
保
長
安
下
代
衆
が
南
都
に
常
駐
し
て
い
た
が
、

民
政
上

の
ま
た
寺
社
方

の
公
事
に
つ
い
て
は
所
司
代
板
倉
に
代
表
さ

れ
る
畿

内
近
国
支
配
の
裁
可
を
う
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
大
和
の

国
奉
行
大
久
保
長
安
を
通
じ
て
、
大
和
国
が
幕
府

(江
戸
)
ま
た
は

大
御
所

(家
康
)
に
直
接
差
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
所
司
代

の
支
配
下
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
所
司
代
を
通
じ
て
、
駿

府
ま
た

は
江
戸
に
つ
な
が

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
日
本
と
西
日
本
の
政
治
的

・
経
済
的

・
文
化
的
差
違
に
照
応
す

る
初
期
幕
政
の
機
構
と
し
て
、
慶
長
十
二
年
ま
で
は
江
戸
と
伏
見
、

慶
長
十

二
年
以
降
は
江
戸
と
駿
府
と
い
う
二
拠
点
に
政
府
が
あ

っ
た

と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
政
治
支
配
の
拠

点
が
江

戸

一
カ
所
に
統
合
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
部
機
構
と
し

て
江
戸
の
政
府
と
京
都
の
政
府
と
い
う
か
た
ち
が
の
こ

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
江
戸
と
伏
見
、
江
戸
と
駿
府
、
江
戸
の
み
と
い
う
政

治
拠
点
の
移
動
の
意
味
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
充
分

に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
情
勢
の
変
容
の
背
景
に
、

東
日
本
と
西
日
本
と
い
う
二
元
政
治
を
必
然
化
さ
せ
る
江
戸
幕
府
の

成
立
事
情
が
あ

っ
た
こ
と
を
、
し

っ
か
り
と
見
す
え
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。

徳
川
家
康

の
時
代
に
は
、
伏
見
で
あ
れ
、
駿
府
で
あ
れ
、
目
に
見

え
る
か
た
ち
で
西
日
本
支
配
が
、
江
戸
の
幕
政
と
は
別
に
あ

っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
西
日
本
支
配
が

全
国
支
配
と
い
う
意
味
を
強
く
も

っ
て
い
た
こ
と
も
見
え
や
す
い
。

家
康
没
後
の
秀
忠
将
軍
時
代
に
な
る
と
、
政
治
拠
点
が
江
戸
の

一

拠
点
と
な
り
、
家
康
の
大
御
所
時
代
に
顕
在

化
し
て
い
た
二
元
政
治

の
現
象
は
見
え
に
く
く
な
る
が
、
こ
の
元
和
政
治
の
期
間
に
も
、
東

日
本
と
西
日
本
の
政
治
は
二
本
立
て
で
行
な
わ
れ
、
将
軍
秀
忠
の
も

と
で
統
括
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
川
家
光
が
将
軍
と
な
り

秀
忠
が
大
御
所
の
地
位
に
の
ぼ
る
と
、
明
確
な
分
担
で
は
な
か

っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
家
光
は
東
日
本
政
治
、
秀
忠
は
西
日
本
政
治
す

な
わ
ち
全
国
政
治
と
い
う
大
ま
か
な
分
掌
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

寛
永
前
期
政
治
に
お
い
て
、
家
光
の
西
日
本
政
治

へ
の
か
か
わ
り
が
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比
重
を
増
し
つ
つ
あ

っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
点
で
は
い
ま
だ
大
御
所

秀
忠
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
た
。
そ
の
証
左
は
、
本
論
文

の
冒

頭
に
お

い
て
示
し
た
寛
永
九
年

(
一
六
三
二
)
の
西
国
大
名
足
止
め

令
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
家
光
政
権
の
西
日
本
政
治

へ
の
か
か
わ

り
が
、
大
御
所
秀
忠

の
庇
護
の
も
と
に
あ

っ
て
の
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
、
西
国
大
名
在
国
令
は
示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
し
、
視
点
を
か

え
れ
ば
東
日
本
の
統
治
に
つ
い
て
は
家
光
政
権
と
し
て
か
な
り
自
信

を
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

家
光
政
権
に
と

っ
て
、
秀
忠
没
後
の
最
大
の
課
題
は
西
日
本
問
題

で
あ

っ
た
。
こ
の
家
光
に
よ
る
西
日
本
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

寛
永
十

一
年
の
上
洛
と
し
て
す
で
に
注
目
さ
れ
て
研
究
も
進
め
ら
れ

　ヨ

つ
つ
あ
る
。
家
光
が
上
洛
の
意
志
を
公
表
し
た
の
は
、
秀
忠

の
没
後

　　
　

一
年
四
カ
月
余
を
経
た
寛
永
十
年
五
月
三
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、

内
々
の
意
志
は
、
秀
忠
没
後
間
も
な
い
こ
ろ
か
、
お
そ
く
と
も
寛
永

九
年
の
末
こ
ろ
に
は
決
ま

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
洛
意

志
の
公
表
か
ら

一
年
余
の
準
備
期
間
を
経
て
、
寛
永
十

一
年
の
七
月

　ヨ

に
上
洛

は
実
現
す
る
。

家
光

の
寛
永
十

一
年
の
上
洛
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
意
義
の
大
き

い
上
洛

で
あ
り
、

こ
の
上
洛
に
よ

っ
て
畿
内
近
国
八
力
国
を
中
心
と

す
る
西
日
本
支
配
の
政
治
機
構
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
八
人
衆
体
制

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
先
学

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

　お
　

る
。
そ
し
て
こ
の
八
人
衆
体
制
の
成
立
と
、
時
を
同
じ
く
し
て
江
戸

の
幕
閣
の
年
寄

・
六
人
衆
の
職
掌
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目

に
値
す
る
。
畿
内
近
国
支
配
の
幕
政
機
構
は
、
江
戸
の
老
中

・
若
年

寄
体
制
と
は
直
結
さ
れ
て
い
な
い
。
寛
永
十

一
年
の
上
洛
に
よ

っ
て
、

江
戸
の
幕
府
機
構
の
整
備
と
は
直
接
的
な
関
係
を
有
し
な
い
か
た
ち

で
、
畿
内
近
国
支
配
機
構
が
成
立
し
た
。

こ
の
畿
内
近
国
支
配
機
構

の
成
立
に
よ

っ
て
、
大
御
所
支
配
や
上
洛
政
治
な
ど
の
か
た
ち
を
と

ら
な
く
て
も
よ
い
幕
府
政
治
が
可
能
と
な

っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

寛
永
十

一
年
の
上
洛
を
最
後
と
し
て
、
将
軍
の
上
洛
は
幕
末
ま
で

お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
。
将
軍
職
の
就
任
の
儀
式
さ
え
も
、
江
戸
城

で
挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
幕
政
の
基
礎
を
固
め
た

の
が
、
寛
永
十

一
年
の
上
洛
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

寛
永
十

一
年
の
上
洛
は
、
政
治
機
構
と
し

て
関
東
型
と
関
西
型
の

二
元
政
治
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時

期
に
お
い
て
は
関
西
型
す
な
わ
ち
西
日
本
政
治
目
全
国
支
配
と
い
う

意
味
は
な
く
、
む
し
ろ
関
東
型
の
東
日
本
政
治
機
構
の
方
に
全
国
支

配
の
要
素
が
移
動
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
家
康
の
時
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代
に
く

ら
べ
る
と
、
東
日
本
と
西
日
本
の
政
治
的
重
み
は
逆
転
し
て

は
い
る
が
、

二
元
政
治
方
式
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
光

時
代
に
は
幕
府
政
治
は
安
定
的
な
方
向

へ
急
展
開
し
、
そ
の
な
か
で

幕
政
の

{
元
化
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
構
図
を
と

っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

二
元
政
治

の

=
兀
化
と
い
う
視
点
で
幕
政
史
を
位
置
づ
け
て
み
る

と
、
寛
永
十

一
年
成
立
の
八
人
衆
体
制
の
強
力
な
政
治
力
に
よ

っ
て

畿
内
近

国
支
配
の
整
備
が
す
す
み
、
寛
文
年
間
の
改
革

で
八
人
衆
体

制
が
解
体
し
、
京
都
町
奉
行
体
制
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸

　お
　

政
治

へ
の

一
元
化
は
大
き
く
進
展
す
る
。
し
か
し
、
本
来

の
意
味
で

の
江
戸
幕
府
に
よ
る

一
元
的
支
配
が
ほ
ぼ
完
了
す
る
の
は
、
享
保
改

革
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

徳
川
政
権
は
、
江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
西
日
本

を
い
か
に
統
治
す
る
か
と
い
う
大
き
な
課
題
を
背
負
い
こ
ん
で
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
手
段
と
し
て
二
元
政
治
と
い
う
方
式
を

積
極
的

に
導
入
し
、
統

一
を
め
ざ
し
な
が
ら
東
日
本
は
東
日
本
、
西

日
本
は
西
日
本
と
し
て
の
民
政

・
幕
政
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
政

治
対
象

と
し
て
の
二
元
構
造
は
短
期
間
に
は
解
消
し
が
た
く
、
寛
文

年
間
に

い
た

っ
て
や

っ
と

一
元
化
の
政
治
的
基
礎
が
整
備
さ
れ
、
二

元
政
治
解
消
の
方
向
が
明
ら
か
と
な
る
。

以

上
、

江

戸

幕

府

に

お

け

る

二

元
政

治

に

つ
い

て
、

一
々
実

証

を

加

え

る

こ
と

な

く

論

説

風

に
叙

述

し

て
き

た
。

こ

の
十

七
世

紀

に
お

け

る

東

日

本

と

西

日
本

の

二
元
構

造

に
対

応

す

る
幕

府

政

治

と

し

て

の

二
元

政

治

に

つ
い

て

は
、

そ

の
展

開

・
変

遷

自

体

が

大

き

な
政

治

的
意

味

を

も

っ
て

い

る

の

で
、

細

部

に
ま

で

わ

た

る
実

証

的

な
研

究

が

不

可

欠

で
あ

る
。

こ

こ

で
は
、

東

日
本

と

西

日
本

と

い

う
視

点

を

も

っ
た

二
元

政

治

論

の
提

起

と

い
う

こ

と

に

と
ど

め
、

実

証

研
究

を

今

後

の
課

題

と

し

て

お

き

た

い
。

〔註
〕

(
1
)

「
大
猶
院
殿
御
実
紀
巻
十
九
」
寛
永

九
年
正
月

二
十
六
日

(『
新
訂

増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀
第

二
篇
』

五
三
四
頁
)

(
2
)

初
期
幕
政

に
お
け
る

二
元
政
治
論
と
し

て
、
権
力
構
造

に
か
か
わ
ら

せ
て
研
究
さ
れ
て
い
る

の
は
、
北
島
正
元
氏
と
藤
野
保
氏
で
あ
る
。
具

体
的
な
所
説
に

つ
い
て
は
、
本
文
に
お
い
て
の
べ
る
。

(
3
)

北
島
正
元
著

『
江
戸
幕
府

の
権
力
構
造
』
四
四
七
～
四
四
八
頁

(
昭

和

三
十
九
年
、
岩
波
書
店
刊
)

(
4
)

北
島
正
元
氏
前
掲
書

四
四
八
頁
。

(
5
)

藤
野
保
著

『
新

訂
幕
藩
体
制
史

の
研
究
』

(昭
和

五
十
年
、
吉
川
弘

文
館
刊
)

二
四

一
～

二
四
八
頁
参
照
。

と
く

に
同
書

二
四
二
頁
と
二
四

三
頁

の
間

に
付
さ
れ

た
第

二
図

「
二
元
政
治

の
構
造
と
機
能

(慶
長

10

年
代

)」

に
は
、
駿
府
政
権

の
グ

ル
ー
プ
分

け
と
と
も
に
江
戸
政
権

の

構
造

な
ど
も
含
め
て
藤
野
説
が
わ
か
り
や
す
く
図
示
さ
れ

て
い
る
。

(
6
)

藤
野
保
氏
前
掲
書

二
四
二
頁
。
北
島
氏

は
江
戸
政
権
と
駿
府
政
権
と
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い
う
両
政
権

の
対
立
を

二
元
政
治
と
と
ら
え
た
が
、
藤
野
氏
は
と
く
に

駿
府
政
権

が
全
国
統
治

の
政
権

で
あ

っ
た
こ
と
を
明
瞭

に
指
摘

し
た
点

で
二
元
政
治
論
を
前
進
さ
せ
た
と
評
価

で
き
る
。

(
7
)

こ
の
よ
う
な
評
価
は
北
島
氏
が
提
出
さ
れ
た
が
、
藤
野
氏
も
全
く
同

様
な
評
価

で
あ
る
。

(
8
)

藤
野
保
氏
前
掲
書

二
四
八
頁
参
照
。
同
書

で
は

二
四
八
頁
に

「
元
和

政
治
の
意
義
」
と

い
う
見
出

し
が
た

て
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)

藤
野
保
氏
前
掲
書

二
五
二
～

二
五
四
頁
参
照
。
な
お
北
島
氏

は
、
元

和
九
年

以
降

の
大
御
所
秀
忠

と
将
軍
家
光

の
並
存
時
代

に

つ
い
て
、

「
二
元
政
治
」
と

い
う
認
識

は
さ
れ

て
い
な
い
か
に
見
え
る
。

(
10
)

藤
野
氏
前
掲
書

二
五
五
頁
。
藤
野
氏
の
こ
の
整
理

で
は
、
大
御
所
秀

忠

の
死
に
よ
る
二
元
政
治
の
解
消
が
、
な
に
ゆ
え
に

「
初
期
幕
政

に
お

け
る
特
殊
政
治
形
態
と
し
て
の
二
元
政
治

そ
の
も

の
も
解
消
を
意
味
」

す
る
の
か
論
旨
明
解

で
は
な
い
。
と

い
う
の
は
、
家
康

の
死
没

に
と
も

な
う
秀
忠
将
軍

の
独
裁
権

の
確
立
と
、
秀

忠
死
没

に
と
も
な
う
家
光
将

軍

の
独
裁
権

の
確
立

の
度
合

が
ど
う
異
な
る
の
か
に

つ
い
て
論
究

さ
れ

て
い
な
い
か
ら

で
あ
ろ
う
。

(
11
)

北
島

正
元
著

『
江
戸
幕
府

の
権
力
構
造
』

四
四
九
頁
。

(
12
)

北
島
氏

の
二
元
政
治
論

の
展
開

に
お
い
て
は
、
本
多
正
信

・
正
純
父

子
と
大
久
保
忠
隣

・
酒
井
忠
世
ら
と

の
感
情
的
対
立

の
話
題
を
重
視
し

て
、
権
力
闘
争
と
し

て
叙
述

さ
れ

て
い
る
。

(
13
)

藤
野
保
著

『
新
訂
幕
藩
体
制
史

の
研
究
』

二
四
二
頁
。

(
14
)

藤
野
保
氏
前
掲
書

二
五
二
頁
。
藤
野
氏

は

「
秀
忠

の
任
将
軍

に
際
し

は
内
外

の
緊
迫
し
た
情
勢

の
な
か
で
、

一
日
も
早
く
徳
川
永
久
政
権
を

天
下
に
宣
言
す
る
と

い
う
す
ぐ
れ

て
政
治
的
な
配
慮
が
必
要

で
あ

っ
た
」

と
の
べ
て
い
る
。

(
15
)

藤
野
保
著

『
徳

川
幕
閣
』
(
昭
和
四
十
年
、
中
公
新
書
)

一
二
九
～

=

二
〇
頁
。

(
16
)

藤
野
保
著

『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』

二
四
八
頁
。

(
17
)

藤
野
氏
前
掲
書

二
五

二
頁
。

(
18
)

藤
野
氏
前
掲
書

二
五
五
頁
。

(
19
)

江
戸
幕
府
は
、
江
戸
枡
座

に
対
し
て
京
都
枡
座
、
江
戸
秤
座

に
対
し

て
京
都
秤
座
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
と
京
都
に
分

け
て
枡

と
秤

の
支
配

を
特
定

の
町
人

に
請
け
負
わ
せ
、
東

日
本
と
西
日
本
を
当
初

か
ら
区
別

し
た
衡
量
制
を
推
進
し
た
。
た
だ
し
、

こ
の
東

西
三
十
三
力
国
ず

つ
の

国
分
け

に
つ
い
て
は
、
近
江
、
丹
波
、
丹
後
、
但
馬
な
ど
が
東

三
十
三

力
国
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
京
都
所
司
代
支
配
の
畿
内
近
国
八

力
国
す
な
わ
ち
山
城

・
大
和

・
摂
津

・
河
内

・
和
泉

・
近
江

・
丹
波

・

播
磨
と

の
ず
れ
が
あ
る
。
枡
と
秤
の
東
西
国
分

け
は
、
国
数
を
合
わ
せ

る
た
め

の
機
械
的
な
区
わ
け

で
あ
り
、
経
済
の
動
き
や
政
治

の
あ
り
方

と
の
間

に
相
違
が
あ
る
。

(
20
)

中
村
孝

也
著

『
新
訂
徳
川
家
康
文
書

の
研
究
下
巻
之

一
』

(昭
和

五

十

五
年
、
日
本
学
術
振
興
会
刊
)。

(
21
)

中
村
孝
也
氏
前
掲
書
引

『
日
光
東
照
宮
文
書
』
。
「東
照
宮
御
実
紀
巻

五
」
慶
長

八
年

二
月
十
二
日
条

(『
新
訂
増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀

第

一
篇
七

三
頁
)。

以
下
の
家
康

の
動
向

に
関
す
る
記
述

は
中
村
孝
也

氏

の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
22
)

「
台
徳
院
殿
御
実
紀

巻
三
十
」
慶
長
十
九
年
十

一
月
十

日
条

(
『
新

訂
増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀
第

一
篇
』

七

一
八
頁
)

(
23
)

『
当
代
記
巻
四
』
(
史
籍
雑
纂
所
収
)
慶
長
十

二
年
閏
四
月
の
記
事
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に

「
閏
卯
月

二
日

押

雨
、
此
比
自
伏
見
金
銀
又
百
五
駄
駿
河

へ
下
。

四
日
快
晴
、
此
比
、
大
御
所
近
習
衆
以
下
、
伏
見
家
を
少

々
こ
ほ
ち
、

或

は
畳
、
或
は
戸
沽
却
族
も
有
之
由
風
聞
」
な
ど
と
あ
る
。

(
24
)

杣
田
善
雄
著

「
幕
藩
制

成
立
期

の
奈
良
奉
行
」

(『
日
本
史
研
究
』

二

一
二
号
所
収
、
昭
和

五
十
五
年
刊

)

(
25
)

杣
田
善
雄
氏
前
掲
論
文

五
～

六
頁
。

(
26
)

杣
田
善
雄
氏
前
掲
論
文

六
頁
。

(
27
)

同
前
。

(
28
)

こ
う
し
た
点
は
具
体
的

に
史
料
と
事
実
を
あ
げ

て
論
証

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
京
都
近
郊

で
の
い
わ
ゆ
る
隣
組

と
し

て
の

五
人
組
制

の

一
部
に
お
け
る
実
施

で
は
あ
る
が
、
寛
永
六
年

に
見
る

こ

と
が

で
き
る
。
こ
の
五
人
組
制
は
関
東
農
村

に
お

い
て
展
開

さ
れ
る
農

村
政
策

の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
江
戸
の
政
府

に
よ
る
農
村
政
策

の
関
西

へ

の
浸
透
を
も

の
が
た
る

一
事
例
た
り
え
る
と
思
う
。
鎌

田
道
隆
著

「京

都
お

よ
び
近
郊

に
お
け
る
五
人
組

の
成

立

に

つ
い
て

(
上
)
(
下

)」

(『
京
都
市
史
編
さ

ん
通
信
』

一
九
七

・
一
九
八
号
、
昭
和
六
十
年
刊

)

参
照
。

(
29
)

京
都
市
編

『
京
都

の
歴
史
』
第

五
巻

(
昭
和

四
十
七
年
、
学
芸
書
林

刊
)

(
30
)

「
大
猷
院
殿
御
実
紀
巻
廿

二
」
寛
永
十

三
年

五
月

三
日
条

(
『
新
訂

増

補
国
史
大
系

徳
川
実
紀
第

二
篇
』

五
九
六
頁

)。

(
31
)

「
大
猷
院
殿
御
実
紀
巻
廿

五
」
(『
新
訂
増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀

第

二
篇
』

六

三
六
～
六
五
八
頁
)
。
家
光
は
寛
永
十

一
年

六
月

二
十

日

に
江
戸
城
を
出
発
し
、
七
月
十

一
日
に
入
洛
し

二
条
城
に
入

っ
て
い
る
。

(
32
)

朝
尾
直

弘
著

『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
(
昭
和

四
十

二
年
、

お
茶

の
水
書
房
刊
)。
朝
尾
氏
は
同
書
第

五
章

「畿
内

に
お

け
る
幕
藩

制
支

配
」

に
お

い
て
、
畿
内
西
国
支
配
が
江
戸

の
幕
府
支
配
か
ら
相
対

的
独
自
性
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
相
対
的
独
自
性
が

京
都
所
司
代
を
中
心
と
す
る
合
議
機
関

の
存
在

に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
分
析

さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
朝

尾
氏
は
元
和

五
年

の

大
坂

の
直
轄
化
を
合
議
制
の
は
じ
ま
り
と
推
定
さ
れ
、
元
和
五
年
以
前

は
所
司
代

に
よ
る
畿
内
西
国
の
幕
政
は

「
中
央
の
老
中
職
に
直
結
し
、

文
字
通

り
将
軍

の
代
理
人
的
な
幅
広

い
権
限

を
行
使
し

て
い
た
」

(
同

書
、

三
二
三
頁

)
と
し

て
い
る
。
「
中
央

の
老
中
職
」

に
直
結
す
る
こ

と
と

「
将
軍
の
代
理
人
的
」
な
支
配
と
が
同
義
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問

題

で
あ
ろ
う
。

(
33
)

鎌

田
道
隆
著

『
近
世
都
市

・
京
都
』

(
昭
和

五
十

一
年
、
角

川
書
店

刊
)
参
照
。
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