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寛

元
四
年
、
幕
府

の
要
請
に
よ
り
院
評
定
制
が
成
立
し
た
。
本
論

の
目
的
は
九
条
道
家
の
執
政
を
中
心
に
、
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
中
期

に
か

け
て
の
公
卿
議
定

の
変
遷
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
院
評
定
制

の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

承
久

の
乱
に
よ
り
院
政
が
後
退
し
た
後
、

一
時
期
で
は
あ
る
が
摂
関
政
治
が
復
活
し
た
。
そ
の
中
心
と
な

っ
た

の
が
九
条
道
家
で
あ
る
。

第

一
章
で
は
九
条
家
と
道
家

の
執
政
に
つ
い
て
述
べ
た
。

九
条
家
の
権
力
基
盤
は
摂
関
家
と

い
う
家
柄
か
ら
天
皇
家
と
の
外
戚
関
係
と
、
鎌
倉
幕
府
と

の
親
密
な
関
係
に
あ
る
。
武
力
を
失

い
、

幕
府

の
影
響
下
に
あ

っ
た
当
時

の
朝
廷
で
は
、
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
を
持

つ
者
が
実
権
を
握
り
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
条
家
を
語

る
う
え

で
西
園
寺
家
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
西
園
寺
家
も
承
久

の
乱
で
は
幕
府
方

に
味
方
す
る
な
ど
、
幕
府
と
深

い
関
係
を
持

っ
て

い
た

。
九
条
家
は
こ
の
西
園
寺
家
と
協
力
体
制
に
あ

っ
た
。
頼
経

の
関
東
下
向

や
道
家

の
関
白
就
任
、
ま
た
ラ
イ

バ
ル
関
係
に
あ

っ
た
近

衛
家

と
の
協
調
体
制
は
西
園
寺
公
経
の
援
助
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
四
条
天
皇

の
急
逝
に
よ
り
、
次

の
天
皇

に
幕
府
の
推
す
後
嵯
峨

天
皇

が
決
定
す
る
と
、
道
家
は
外
戚
の
地
位
を
失

い
、
幕
府
と
の
関
係
も
弱
く
な

っ
た
。
こ
こ
で
西
園
寺
公
経
は
機
敏
に
も
九
条
家
か
ら

101
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離
れ
、
後
嵯
峨
天
皇

の
バ
ッ
ク
で
あ
る
土
御
門
側
に
つ
く
。
そ
し
て

一
層
幕
府
と
の
関
係
を
深
め
、
ま
た
孫
娘
を

入
内
さ
せ
る
な
ど
、
よ

り
力

を
強
め
て
い
く

の
で
あ
る
。

道

家
の
執
政
に
つ
い
て
は
、
天
福
元
年

の
奏
上
文

で
あ
げ
ら
れ
た
施
政
方
針

の
明
文
と
関
東
申
次
の
二
点
か
ら
述

べ
た
。

奏

上
文
に
は

「任
官
叙
位
事
」
と

「訴
訟
決
断
事
」
の
二
つ
の
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
有
能
な

実
務
官
僚
を
登
用
し
、

そ
の

「
顧
問
に
預
か
る
輩
」
に
よ

っ
て
訴
訟
問
題
を
評
議
し
て
い
く
と

い
う
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「顧
問

に
預
か
る
輩
」

に
よ

る
評
議

や
記
録
所
の
再
興
は
、
道
家
の
行

っ
た
殿
下
評
定
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。

ま

た
、
道
家
は
幕
府
と

の
連
絡

・
交
渉
に
あ
た
る
関
東
申
次
を
長
年
務
め
て
い
た
。
他

の
関
東
申
次
も
道
家
の
周

囲
に
よ

っ
て
固
め
ら

れ
て
お
り
、
権
力
基
盤

の

一
つ
に
な

っ
て
い
た
。
だ
が
、
寛
元
四
年
の
宮
騒
動
に
よ

っ
て
九
条
家
は
幕
府
か
ら
の
信

用
の
失
墜
を
決
定
的

な
も

の
と
し
、
失
脚
す
る
。
新
し
い
関
東
申
次
に
は
北
条
時
頼

の
指
名
に
よ
り
、
西
園
寺
実
氏
が
就
任
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。
こ
の
改
変

湿

に
お

い
て
関
東
申
次
は
大
き
く
変
わ
る
。
そ
れ
ま
で
関
東
申
次
は
複
数
制
で
あ
り
、
指
名
権
は
鎌
倉
将
軍
に
あ

っ
た
。
だ
が
、
こ
の
原
則

が
打
破
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
は

一
層
北
条
得
宗
家
の
介
入
を
招
く
こ
と
に
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
西
園
寺
家
が
関
東
申

次
を
独
占
し
、
そ
の
実
権
を
手
中
に
す
る
。

鎌
倉
幕
府
と
の
つ
な
が
り
と

い
っ
て
も
細
か
く
言
え
ば
、
九
条
家
は
将
軍
家
と

の
関
係
で
あ
り
、
西
園
寺
家
は
執
権
北
条
得
宗
家
と
結

ん
で

い
た
。
そ
の
差
が
出
た
と
言

っ
て
も

い
い
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
こ
の
宮
騒
動
は
朝
廷
内
に
お
け
る
実
権
が
、
九
条
家
か
ら
西
園
寺
家

へ
と
移
行
し
た

一
つ
の
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
以
後
摂
関
家
は
家
格
だ
け

の
形
式
的
な
も

の
に
な

っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

第

二
章

で
は
公
卿
議
定
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
た
。
平
安
時
代
、
国
政
議
定
の
中
心
で
あ

っ
た
陣
定
は
国
政

の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
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場
合

の
最
も

一
般
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
議
決
機
関
で
は
な
く
、
諮
問
機
関
で
あ

っ
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
参
議

・
納
言

・
大
臣
ク
ラ

ス
で
、
摂
関
は
太
政
官
で
は
な
い
た
め
に
出
席
は
な

い
。
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
既
に
形
式
化
し
て
お
り
、
儀
式
や
寺
社
関
係
の
評
議
に
と

ど
ま

る
の
み
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
そ
れ
ま
で
陣
定
が
持

っ
て
い
た
役
割
は
記
録
所
や
直
盧
で
の
評
定

へ
と
移

っ
て
い
く
。

そ

の
直
盧
議
定
と
は
直
盧
、

つ
ま
り
宮
中
で
の
摂
関
の
個
室
で
行
わ
れ
る
評
定
で
あ
り
、
形
式
や
議
題
内
容
な
ど
は
陣
定
と
同
じ
で
あ

る
。
た
だ
、
陣
定
と
の
決
定
的
な
違

い
は
摂
関
が
出
席
を
し
て
い
る
と

い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
陣
定

で
は
外
記
に
よ

っ
て
も

た
ら

さ
れ
て
い
た
公
卿
招
集

の
伝
達
が
、
蔵
人
の
も
た
ら
す
摂
関
御
教
書

へ
と
形
を
変
え
て
い
る
。

つ
ま
り
直
鷹
議
定
と
は
公
的
な
議
定

で
あ

る
陣
定
に
摂
関
の
私
的
要
素
が
入

っ
た
も

の
。
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
鬼
間
評
定
と
い
う
も

の
も
あ
る
が
、
こ

れ
は
清
涼
殿
の
鬼
間
で
行
わ
れ
る
評
定
で
、
後
は
直
盧
議
定
と
同
じ
で
あ
る
。

殿

下
評
定
は
殿
下
、

つ
ま
り
関
白

の
私
邸
で
行
わ
れ
る
評
定
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
前
期
と
な
る
九
条
道
家

・

旧

教
実

の
時
期
の
議
題
内
容
は
飢
饅
対
策
な
ど
特
別
な
も

の
が
多

い
。
メ
ン
バ
ー
を
見
る
と
大
臣
ク
ラ
ス
の
出
席
は
な
く
、
中
納
言
と
参
議

ク
ラ
ス
で
あ
り
、
道
家
が
天
福
元
年

の
奏
上
文

で
述
べ
た

「顧
問
に
預
か
る
輩
」
に
あ
て
は
ま
る
、
実
務
に
秀
で
た
中
流
廷
臣
ら
で
あ

っ

た
。
摂
関
の
私
的
色
合

い
が
深
ま

っ
た
が
、
直
盧
議
定
に
近

い
面
も
あ
る
。
後
期

の
二
条
良
実
の
時
期
に
な
る
と

、
議
題
内
容
は
主
に
荘

園
所
領

の
相
論
関
係
と
な
る
。
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
同
じ
く
名
家
や
弁
官
家
と
い
っ
た
実
務
に
秀

で
た
中
流
延
臣
ら
で
あ

っ
た
。
名
前
を
あ
げ
る
と
、
中
納
言
吉
田
為
経

・
権
中
納
言
葉
室
資
頼

・
前
参
議
平
経
高

・
前
参
議
菅
原
為
長

・

参
議
葉
室
定
嗣
で
あ
り
、
父
、
道
家
の
補
佐

で
あ

っ
た
近
臣
に
よ

っ
て
固
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ

し
て
寛
元
四
年
に
成
立
し
た
院
評
定
は
清
華
家
で
あ
る
西
園
寺
や
土
御
門
の
上
流
廷
臣
の
グ
ル
ー
プ
と
、
名

家

・
弁
官
家
と
い
っ
た

実
務
官
僚
の
中
流
廷
臣
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
殿
下
評
定
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
吉
田
為
経
と
葉

室
定
嗣
の
名
も
み
え
る
。
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特
徴

は
高

い
独
自

の
議
決
機
能
を
持

っ
て
い
た
こ
と

に
あ
り
、
議
題
は
所
領
に
関
す
る
訴
訟
な
ど
が
評
議
さ
れ
た
。

殿

下
評
定
と
院
評
定
を
比
較
し
て
み
る
に
、
そ
の
人
的
構
…成
や
議
題
内
容
な
ど
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
摂
関
家
と

清
華
家
が
入
れ
替
わ

っ

た
だ

け
で
相
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。

つ
ま
り
院
評
定
は
殿
下
評
定
の
シ
ス
テ
ム
や
メ
ン
バ
ー
を
受
け
継
い
だ
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

最
後

の
第
三
章

で
は
道
家
の
執
政
の
流
れ
と
し
て
、
祖
父
兼
実
の
時
の
政
策
に

つ
い
て
ふ
れ
た
。

文
治
元
年
十
二
月
、
強
力
な
後
白
河
院
政
に
対
抗
す
る
策
と
し
て
公
卿
合
議

の
強
化
を
図
る
た
め
に
、
源
頼
朝

よ
り
議
奏
公
卿
制
の
設

置
が
奏
請
さ
れ
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
政
務
に
す
ぐ
れ
た
親
頼
朝
派

の
者
が
選
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
逆
に
公
卿

の
分
裂
を

招
く
も

の
と
し
て
早
々
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま

た
、
文
治
三
年
二
月
に
は
記
録
所
が
復
興
さ
れ
た
。
延
久
年
間
に
起
こ
っ
て
以
来
、
天
永

・
保
元
と
三
度
目

の
復
興
で
あ
る
。
そ
の

内
容

は
以
前
と
変
わ
ら
ず
、
諸
国
荘
園
の
券
契
と
訴
訟
問
題
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
年
中
式
日
の
公
事
用
途
に
関
す
る
こ

と
が
新
し
く
付
け
加
わ

っ
て
い
る
。
記
録
所
で
作
成
さ
れ
た
勘
文
は
議
定
で
の
資
料
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
公
卿
議
定
の
強
化
策
と

言
え

よ
う
。
こ
の
記
録
所
は
後
に
道
家
が
仁
治
元
年
に
記
録
所

の
再
興
を
行

っ
た
時
の
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
家
と
兼
実
の
執
政
に
は
相
通
ず
る
も

の
が
あ
り
、
ま
た
、
宝
治
元
年
に
書
か
れ
た
道
家

の
敬
白
文
案
に
は
、
祖
父
兼
実

を
讃
え

て
い
る

一
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
道
家
は
施
政
の
方
針
に
兼
実

の
影
響
を
受
け
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

寛

元
四
年
に
成
立
し
た
院
評
定
制
は
九
条
道
家
の
時

に
起
き
た
殿
下
評
定
の
シ
ス
テ
ム
が
摂
関
の
私
邸
か
ら
院
中

へ
と
場
を
移
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
時
朝
廷
内

の
実
権
も
ま
た
、
摂
関
家
か
ら
関
東
申
次
を
独
占
し
た
西
園
寺
家

へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
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