
第
六
章 

永
禄
一
二
年
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
め
ぐ
っ
て 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

永
禄
一
二
年
は
、
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
た
翌
年
に
あ
た
り
、
信
長
は
三
好
三
人
衆

ら
の
攻
撃
を
受
け
つ
つ
も
、
京
都
二
条
に
義
昭
の
居
城
を
造
営
す
る
な
ど
し
て
室
町
幕
府
の
畿
内
安
定
化

に
努
め
た
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
室
町
幕
府
殿
中
掟
に
よ
っ
て
将
軍
義
昭
の
行
動
を
規
制
し
、

義
昭
と
対
置
す
る
信
長
の
存
在
を
示
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
（
永
禄
・
元
亀
年

間
）
を
対
象
と
し
た
織
田
政
権
の
研
究
は
、
足
利
義
昭
と
の
関
係
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て

よ
い(

1
)

。 
 

一
方
、
こ
の
永
禄
一
二
年
と
い
う
年
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ま
で
都
を
追
放
さ
れ
て
い
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
等
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
、
都
へ
の
復
帰
を
実
現
さ

せ
た
年
で
あ
り
、
京
都
を
中
心
と
し
た
布
教
活
動
を
再
開
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
京
都
で
の
布

教
が
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
仏
僧
日
乗
を
は
じ
め
と

す
る
反
キ
リ
シ
タ
ン
一
派
に
よ
る
執
拗
な
宣
教
師
追
放
工
作
、
つ
い
に
は
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
が
出
さ
れ

る
な
ど
の
様
々
な
妨
害
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
永
禄
一
二
年
に
起
き
た
一
連
の
出
来
事
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
通
史
に
は
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
記
載
さ
れ
て
い
る(

2
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
た
い
て
い
の
場
合
は
畿
内
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
一

幕
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
本
件
を
政
治
史
の
枠
組
み
で
検
討
し
た
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い(

3
)

。
し
か
も
そ
の
多
く
が
や
は
り
事
件
の
経
過
と
、
そ
れ
に
対
す
る
信
長
等
の
対
応
に
関
す
る
見
解

を
簡
単
に
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
中
で
今
谷
明
氏
と
村
井
早
苗
氏
の
研
究(

4
)

が
注
目
に
値
す
る
。
今
谷
氏
は
信
長
と
天
皇
と
の
関
係
を

追
求
す
る
な
か
で
こ
の
問
題
を
論
じ
、
村
井
氏
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
出
来
事
を
検

討
し
て
お
り
、
両
氏
と
も
に
こ
の
時
期
の
信
長
・
義
昭
・
天
皇
三
者
の
対
応
と
そ
の
権
限
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
永
禄
期
の
織
田
研
究
と
い
え
ば
、
信
長
と
義
昭
の
関
係
を
論
じ
た
研
究
が
中
心
で
あ
る
中
で
、

キ
リ
シ
タ
ン
が
絡
む
事
件
か
ら
三
者
の
動
向
ま
で
描
き
出
し
た
点
に
お
い
て
十
分
評
価
に
値
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
同
じ
事
件
を
取
り
上
げ
な
が
ら
も
両
者
の
結
論
は
一
致
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
原

因
は
、
信
長
の
宣
教
師
滞
在
許
可
の
朱
印
状
と
義
昭
の
「
制
札
」
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
に
関
す
る
論
証

と
、
最
終
的
に
宣
教
師
が
畿
内
で
布
教
を
再
開
で
き
た
と
い
う
結
果
の
み
に
力
点
が
集
中
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
該
問
題
に
大
き
く
関
わ
る
フ
ロ
イ
ス
と
日
乗
の
宗
論
や
伴
天
連
追
放
の
綸

旨
前
後
の
日
乗
の
動
向
等
、
一
連
の
事
件
の
動
向
に
関
す
る
目
配
り
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
解
の

相
違
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
論
証
部
分
に
対
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
十
分
な
史

料
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
筆
者
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
厳
密
な
史
料
批
判
を
行
い
、
前
章
ま
で
で
そ
の
史
料
研
究
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
き
た
。
本
章
に
大
き
く
関
連
す
る
論
点
は
、
第
一
部
第
二
章
・
第
三
章
に
お
い
て
、
フ

ロ
イ
ス
と
日
乗
の
宗
論
に
関
す
る
考
察
と
、
永
禄
一
二
年
に
出
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長

朱
印
状
の
性
格
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
本
章
で
は
、
か
か
る
分
析
結
果
を
踏
ま
え
て
、
永
禄
一
二
年

の
畿
内
で
起
き
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
京
都
居
住
を
め
ぐ
る
一
連
の
出
来
事
を
検
証
し
、
当
該
期
の
天

皇
・
将
軍
義
昭
・
信
長
三
者
の
権
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 



   
 
 

一 

信
長
・
義
昭
の
上
洛
と
フ
ロ
イ
ス
の
信
長
謁
見 

  

本
題
に
入
る
前
に
、
宣
教
師
が
畿
内
布
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
き
た
か
を
説
明
し

て
お
き
た
い
。 

 

最
初
に
京
都
に
入
り
、
布
教
活
動
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
本
格
的
な
畿
内
布
教
は
永
禄
二
年
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
す
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
レ
ラ
は
、
当
初
延
暦
寺
の
布
教
許
可
を
得
て
か
ら
京
都
布
教
を
行
う
考
え
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
果
た
せ
な
い
ま
ま
入
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
将
軍
足
利
義
輝
か
ら
禁
制

を
得
る
こ
と
が
で
き
、
将
軍
の
後
ろ
盾
の
も
と
に
畿
内
布
教
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な

く
し
て
畿
内
布
教
に
お
け
る
最
大
の
キ
リ
シ
タ
ン
理
解
者
で
あ
っ
た
義
輝
と
三
好
長
慶
と
い
う
後
ろ
盾
を

相
次
い
で
失
っ
た(

5
)

。
さ
ら
に
は
将
軍
義
輝
暗
殺
直
後
に
出
さ
れ
た
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
に
よ
り(

6
)

京

都
追
放
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ヴ
ィ
レ
ラ
は
飯
盛
に(

7
)

、
フ
ロ
イ
ス
は
堺
に
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
信
長
が

足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
て
き
た
永
禄
一
一
年
は
、
フ
ロ
イ
ス
等
宣
教
師
が
京
都
復
帰
に
向
け
て
奔
走

し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。 

 

信
長
が
上
洛
す
る
と
、
フ
ロ
イ
ス
は
そ
れ
ま
で
京
都
復
帰
に
向
け
て
交
渉
し
て
い
た
篠
原
長
房
を
介
し

た
ル
ー
ト
を
取
り
や
め
、
信
長
に
京
都
復
帰
を
嘆
願
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
畿
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
武

将
で
あ
っ
た
高
山
ダ
リ
オ
・
右
近
父
子
の
仲
介
で
、
堺
の
接
収
奉
行
と
し
て
や
っ
て
き
て
い
た
和
田
惟
政

と
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
和
田
惟
政
は
足
利
義
昭
の
上
洛
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で(

8
)

、

信
長
か
ら
の
信
任
も
厚
か
っ
た
。
惟
政
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
宣
教
師
を
京
都

に
復
帰
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
畿
内
で
障
害
な
く
布
教
を
行
え
る
よ
う
に
援
助
し
、
信
長
・
義
昭
謁
見
に

向
け
て
尽
力
し
て
い
る
。
そ
の
頃
、
信
長
は
義
昭
の
た
め
に
二
条
城
の
普
請
に
取
り
掛
か
っ
て
お
り
、
自

ら
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
い
た
。
惟
政
は
、
こ
の
二
条
城
普
請
場
で
フ
ロ
イ
ス
を
信
長
に
謁
見
さ
せ
よ
う
と

し
、
二
度
目
の
フ
ロ
イ
ス
訪
問
で
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る(

9
)

。 
 

フ
ロ
イ
ス
は
信
長
に
謁
見
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
二
件
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
書
翰
か

ら
窺
え
る(

1
0
)

。
一
つ
は
畿
内
の
実
力
者
と
な
っ
た
信
長
か
ら
京
都
滞
在
許
可
の
朱
印
状
を
得
る
こ
と(

1
1
)

。
も

う
一
つ
は
信
長
の
面
前
で
他
宗
教
と
の
宗
論
を
行
い
、
そ
れ
に
勝
利
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
永
禄

八
年
に
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
信
長
の
朱
印
状
が

必
要
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
本
山
が
集
中
す
る
畿
内
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
仏
教

の
教
義
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
権
力
者
の
面
前
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
布

教
を
優
位
に
展
開
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。 

 

フ
ロ
イ
ス
と
ロ
レ
ン
ソ
は
こ
の
二
件
を
達
成
す
る
べ
く
、
二
条
城
の
普
請
場
で
信
長
に
謁
見
し
た
。
謁

見
で
は
、
信
長
か
ら
の
さ
さ
い
な
質
問(

1
2
)

の
後
、
日
本
で
の
布
教
が
失
敗
し
た
ら
イ
ン
ド
に
帰
る
の
か
、
何

故
京
都
で
改
宗
者
が
少
な
い
の
か
と
い
っ
た
布
教
に
関
す
る
質
問
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ロ

イ
ス
は
た
と
え
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
者
が
一
人
だ
け
で
も
日
本
に
留
ま
る
と
答
え
、
キ
リ
ス
ト
教
が
京

都
で
流
行
ら
な
い
点
に
つ
い
て
は
ロ
レ
ン
ソ
が
仏
教
徒
の
妨
害
に
よ
る
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
時
す
で
に

松
永
久
秀
ら
が
宣
教
師
の
追
放
を
信
長
に
進
言
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
信
長
は
こ
の
ロ
レ
ン
ソ
の
回
答
を

十
分
理
解
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
仏
教
徒
の
傲
慢
さ
に
つ
い
て
は
信
長
も
同
意
見
だ
っ
た
よ
う
で
、

ロ
レ
ン
ソ
の
回
答
を
受
け
て
仏
僧
の
怠
惰
ぶ
り
を
強
く
批
判
し
て
い
る(

1
3
)

。
フ
ロ
イ
ス
は
信
長
の
こ
う
し
た



態
度
を
知
る
と
、
す
か
さ
ず
信
長
の
面
前
で
の
仏
僧
と
の
宗
論
を
希
望
し
た
。
信
長
は
「
今
後
実
現
す
る

か
も
知
れ
な
い
（poderia ser que pola ventura ao diante viesse a effeito

）
」(

1
4)

と
、
そ
の
時
は
宗
論

が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
後
実
際
日
乗
と
い
う
仏
僧
と
宗
論
を
行
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
京
都
滞
在
許
可
の
朱
印
状
に
つ
い
て
も
、
こ
の
謁
見
で
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
に
希
望

し
、
和
暦
の
四
月
八
日
に
獲
得
し
、
義
昭
か
ら
も
四
月
一
五
日
に
禁
制
を
得
て
い
る(

1
5
)

。 
 

こ
う
し
て
、
フ
ロ
イ
ス
の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
で
き
、
信
長
・
義
昭
と
い
う
新
た
な
権
力
者
の
後
ろ
盾
の

も
と
に
畿
内
布
教
が
行
え
る
体
制
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。 

   
 
 

二 

仏
教
徒
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
対
立
と
永
禄
一
二
年
宗
論 

  

信
長
か
ら
朱
印
状
、
義
昭
か
ら
「
制
札
」
を
得
た
宣
教
師
は
、
京
都
で
の
布
教
活
動
を
本
格
的
に
再
開

さ
せ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
仏
僧
日
乗
の
妨
害
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
仏
教
徒
に

よ
る
妨
害
は
畿
内
に
限
ら
ず
各
地
に
見
ら
れ
た
が
、
本
山
寺
院
の
集
中
す
る
畿
内
で
は
そ
れ
が
顕
著
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。 

 

従
来
、
仏
教
徒
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
対
立
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
仏
教
の
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
と
い

う
教
義
上
の
問
題
が
つ
と
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
両
者
の
対
立
す
べ
て
を
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
筆
者
は
教
義
上
の
問
題
の
ほ
か
に
、
宣
教
師
の
布
教
活
動
そ
れ
自
体
の
中
に
、
両
者
の

対
立
の
原
因
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。 

 

周
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
布
教
地
を
選
定
す
る
と
、
ま
ず
布
教
地
の
権
力
者
に
謁
見
し
、

布
教
許
可
を
求
め
る
行
動
を
と
る
。
布
教
許
可
が
得
ら
れ
る
と
、
そ
の
権
力
者
の
庇
護
の
も
と
領
国
内
で

布
教
を
展
開
し
て
い
く
。
来
日
前
よ
り
す
で
に
具
体
的
な
布
教
計
画
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
来
日
後
第
一
に
行
う
べ
き
行
動
と
し
て
、
「
国
王
」
へ
の
謁
見
を
挙
げ(

1
6
)

、
そ
の

際
の
贈
品
の
調
達
な
ど
も
来
日
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
る(

1
7
)

。
さ
ら
に
ザ
ビ
エ
ル
が
到
達
し
た
鹿
児
島
の
地

に
お
い
て
最
初
に
と
っ
た
行
動
も
、
そ
の
支
配
者
で
あ
る
領
主
島
津
貴
久
へ
の
謁
見(

1
8
)

で
あ
っ
た
。
ザ
ビ
エ

ル
の
行
動
一
つ
を
挙
げ
て
も
、
日
本
で
の
布
教
方
針
が
権
力
層
か
ら
の
布
教
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み

と
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
何
も
ザ
ビ
エ
ル
個
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
次
の
一
五
六
九
年
七
月
一
二
日
付
、

都
発
、
豊
後
の
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
デ
・
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。 

 

【
史
料
１
】 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
地
［
畿
内
地
方
］
に
関
す
る
経
験
か
ら
尊
師
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、

貴
人
と
民
衆
の
も
と
で
成
果
を
収
め
る
に
は
、
ま
ず
領
地
を
治
め
る
国
王
や
諸
侯
の
心
を
つ
か
み
、

私
達
に
抱
く
愛
情
や
評
判
、
信
用
が
皆
に
明
確
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
（
と
い
う
こ
と
で
す
）
。
〈
人
間
的
に
言
え
ば
〉
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
で
も
成
果

は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。 
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1
9) 

  

【
史
料
１
】
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
針
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
戦
国
大
名
な
ど
の
支
配
者
層
の
関
心
を
掴
む
こ
と
で
、
そ
の
国
の
民
衆
を
改
宗
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
し
、
こ
れ
以
外
に
は
成
果
を
挙
げ
ら
れ
な
い
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
「
経
験
か
ら
」
と
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
フ
ロ
イ
ス
の
考
え
が
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
つ

ま
り
、
権
力
者
層
を
重
視
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
針
は
、
来
日
当
初
か
ら
明
確
な
計
画
が
も
た
れ
、

実
際
布
教
を
す
る
上
で
も
確
信
し
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る(

2
0
)

。 
 

ま
た
宣
教
師
は
、
街
頭
で
の
説
法
や
仏
僧
と
の
宗
論
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
優
位
性
を
示
す

だ
け
で
な
く
、
仏
教
の
偶
像
崇
拝
や
仏
僧
の
怠
惰
ぶ
り
、
さ
ら
に
は
神
社
仏
閣
や
仏
像
の
破
壊
を
キ
リ
シ

タ
ン
に
勧
め
た(

2
1
)

。
こ
う
し
た
布
教
活
動
に
よ
っ
て
効
率
的
に
キ
リ
ス
ト
教
界
の
拡
大
を
図
っ
た
わ
け
だ
が
、

宣
教
師
は
と
り
わ
け
支
配
者
層
・
有
識
者
の
庇
護
や
改
宗
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
階
層
で

の
改
宗
が
民
衆
の
改
宗
を
も
促
す
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
宣
教
師
の
排
他
的
な
布
教
活
動
は
、
仏
僧
ら
に
と
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。

仏
教
教
義
の
批
判
に
対
す
る
宣
教
師
へ
の
敵
愾
心
と
い
う
の
も
当
然
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
彼
ら
が
危
機
感
を
抱
い
た
の
は
、
仏
教
徒
が
キ
リ
シ
タ
ン
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
実
利
的

な
面
で
の
損
失
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

中
世
社
会
の
寺
院
勢
力
は
非
常
に
大
き
な
権
力
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
宗
教
世
界
の
み
な
ら
ず
世
俗

世
界
に
も
及
ん
で
い
た(

2
2
)

。
戦
国
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
か
つ
て
の
権
力
を
誇
示
で
き
る
ほ
ど
の
力
は
失
わ

れ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
寺
院
勢
力
の
与
え
る
影
響
は
大
き
か
っ
た(

2
3)

。
そ
う
し
た
時
、
こ
う
し
た
地
盤
を

根
底
か
ら
覆
し
か
ね
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
は
、
仏
教
界
に
大
き
な
危
機
感
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
仏

教
徒
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
こ
と
で
、
仏
教
徒
が
減
少
し
て
勢
力
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
寺
院
収
入
の
減
少
も
避
け
ら
れ
な
い
。
寺
院
は
仏
教
徒
か
ら
の
寄
進
な
ど
に
よ

っ
て
収
入
を
得
て
い
た
が
、
仏
教
徒
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
収
入
は
失

わ
れ
る
。
そ
の
上
こ
れ
ま
で
結
び
付
き
の
強
か
っ
た
支
配
者
層
が
キ
リ
シ
タ
ン
あ
る
い
は
宣
教
師
の
擁
護

者
に
な
れ
ば
、
そ
の
領
内
で
の
地
位
が
失
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
・
仏
像
の
破
壊
が
行
わ
れ
て
壊
滅

的
な
打
撃
を
被
る
可
能
性
も
あ
り
、
事
実
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
僧
に
と
っ
て
現
状
維
持
の
た

め
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
対
立
・
排
撃
が
必
須
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
行
に
は
や
は
り
従
来
か
ら
結
び
付
き
の
強
い
政
治
権
力
を
介
し
て
で

あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
立
は
、
教
義
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
教
界

拡
大
の
た
め
、
仏
僧
ら
は
仏
教
界
の
現
状
維
持
の
た
め
に
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

両
者
の
性
格
が
と
も
に
政
治
権
力
と
の
結
び
付
き
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
間
の
対
立
が
権
力
者
を

も
巻
き
込
む
問
題
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
。
そ
の
顕
著
な
事
例
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
永
禄

一
二
年
に
起
き
た
一
連
の
事
件
で
あ
る
。 

 

仏
僧
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
対
立
は
、
永
禄
一
二
年
フ
ロ
イ
ス
・
ロ
レ
ン
ソ
と
日
乗
の
宗
論
と
い
う
形
で
行

わ
れ
た
。
こ
の
宗
論
に
関
す
る
考
察
は
第
一
部
第
二
章
で
行
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を

ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

永
禄
一
二
年
宗
論
は
四
月
二
〇
日
に
妙
覚
寺
に
て
行
わ
れ
た
。
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
の
も
と
を
訪
問
し
た



際
、
た
ま
た
ま
同
席
し
て
い
た
日
乗
に
信
長
が
教
義
上
の
事
柄
を
質
問
さ
せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た(

2
4
)

。
ま

ず
信
仰
対
象
の
デ
ウ
ス
に
関
す
る
問
答
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
霊
魂
の
問
答
に
話
が
移
行
し
た
。
フ
ロ
イ
ス

が
霊
魂
は
見
え
な
い
と
発
言
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
日
乗
が
激
昂
し
て
「
長
刀
（N

aguinata

）
」
を
手
に

と
っ
た
と
こ
ろ
を
信
長
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
、
宗
論
が
終
了
し
た
。 

 

以
上
は
宣
教
師
側
の
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る(

2
5
)

。
宣
教
師
側
の
史
料
は
、
フ
ロ
イ
ス
書
翰(

2
6
)

と
「
日

本
史
」(

2
7
)

が
現
存
す
る
が
、
後
者
の
方
が
よ
り
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
松
田
毅
一
氏
の
指
摘
通

り(
2
8
)

、
「
日
本
史
」
の
記
事
は
事
実
を
相
当
脚
色
し
て
い
る
点
が
否
め
ず
、
史
料
価
値
と
い
う
点
で
書
翰
よ

り
質
が
落
ち
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
氏
は
フ
ロ
イ
ス
が
宗
論
を
行
え
る
ほ
ど
の
語
学
力
が
な

か
っ
た
と
す
る
が(

2
9
)

、
こ
れ
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
宗
論
を
仏
僧

等
と
行
っ
て
き
て
お
り
、
か
つ
イ
エ
ズ
ス
会
は
仏
教
教
義
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
宗
論
で
の
論
破
の
方
法

ま
で
も
研
究
し
て
い
た
こ
と
が
、
岸
野
久
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(

3
0
)

。
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま

え
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ス
は
史
料
に
書
か
れ
た
文
言
通
り
に
は
話
せ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
論
旨
は
伝
え
る
こ

と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
る(

3
1
)

。
よ
っ
て
、
フ
ロ
イ
ス
の
記
事
は
事
実
関
係
だ
け
を
み
れ
ば
、
信
用
に
値
す

る
も
の
と
い
え
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
宗
論
で
あ
る
が
、
始
ま
り
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
結
末
も
特
に
裁
定
が
出
さ
れ
る
わ

け
で
も
な
く
、
判
然
と
し
な
い
形
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
霊
魂
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
と

は
い
え
、
日
乗
が
激
昂
し
て
長
刀
を
手
に
し
、
そ
れ
を
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
点
や
、
多
く
の
聴
衆
が
そ
の

行
動
を
無
礼
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
事
実
上
宣
教
師
側
の
勝
利
で
決
着
が
付
い
た
も
の

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う(

3
2
)

。 
 

注
目
す
べ
き
は
そ
の
後
の
信
長
の
対
応
で
あ
る
。
後
に
安
土
城
下
で
行
わ
れ
た
安
土
宗
論
で
は
、
判
者

の
秀
長
老
と
勝
者
の
浄
土
宗
の
僧
霊
誉
長
老
、
貞
安
長
老
に
そ
れ
ぞ
れ
褒
美
を
与
え
、
敗
者
の
法
華
宗
に

は
起
請
文
を
書
か
せ
て
い
る(

3
3
)

。
ま
た
、
宗
論
を
引
き
起
こ
し
た
張
本
人
で
あ
る
大
脇
伝
介
と
建
部
紹
智
は

首
を
斬
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
安
土
宗
論
で
は
信
長
が
宗
論
後
に
裁
定
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

今
回
の
宗
論
で
は
全
く
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
場
合
厳
密
な
宗
論
で
は
な
く
、
た
ま
た

ま
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
宗
論
に
敗
れ
た
だ
け
で

は
な
く
、
信
長
の
面
前
で
長
刀
を
振
り
か
ざ
し
た
日
乗
の
行
為
に
対
し
て
、
全
く
お
咎
め
な
し
と
い
う
点

は
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
日
乗
は
宗
論
後
次
々
と
信
長
の
意
志
に
反
す
る
行
動
を
取
っ
て
い
く
が
、
こ

れ
は
信
長
に
と
っ
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
論
の
み
で
は
笑
っ
て
許
せ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
宗
論
後
の
日
乗
の
行
動
を
も
含
め
て
考
え
る
と
、
宗
論
で
日
乗
が
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

   
 
 

三 

伴
天
連
追
放
の
綸
旨 

  

宗
論
の
勝
利
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
改
宗
の
増
加
を
期
待
し
て
い
た
宣
教
師
も
、
日
乗
の
執
拗
な
ま
で

の
宣
教
師
排
斥
工
作
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
日
乗
の
行
動
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
擁
護

者
和
田
惟
政
ま
で
も
巻
き
込
ん
だ
対
立
に
発
展
し
て
い
く
。 

  

も
と
も
と
日
乗
は
こ
の
宗
論
以
前
に
も
信
長
に
宣
教
師
の
追
放
を
進
言
し
て
い
た
が
、
信
長
は
既
に
朱
印

状
を
宣
教
師
に
与
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
再
度
信
長
に
進
言
し
た
た

め
、
信
長
か
ら
叱
責
ま
で
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
将
軍
義
昭
に
も
宣
教
師
追
放
を
求
め
た
が
、
義
昭
も
信



長
同
様
に
返
答
し
た
。
し
か
し
、
宗
論
後
日
乗
の
宣
教
師
に
対
す
る
憎
悪
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
再
び
信

長
・
義
昭
に
宣
教
師
の
追
放
を
進
言
す
る
が
、
結
局
両
者
か
ら
の
宣
教
師
追
放
の
許
可
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
天
皇
か
ら
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
得
ら
れ
る
よ
う
画
策
し
、
綸
旨
を
獲
得
す
る
に
至
る(

3
4
)

。 
 

日
乗
が
こ
う
し
た
進
言
を
行
い
得
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
彼
の
地
位
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
日
乗

に
関
す
る
研
究
は
荻
野
三
七
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に(

3
5
)

、
三
浦
周
行
氏
の
研
究(

3
6)

以
降
ほ
と
ん
ど
進
展
は

み
ら
れ
な
い
が
、
永
禄
年
間
の
日
乗
の
動
向
は
氏
の
研
究
か
ら
お
お
よ
そ
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

永
禄
一
一
年
の
上
洛
当
初
か
ら
、
信
長
は
公
家
と
の
繋
が
り
の
深
い
日
乗
を
重
用
し
、
畿
内
の
政
治
機

構
の
整
備
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
の
日
乗
の
職
掌
は
、
一
五
六
九
年
六
月
一
日
付
フ
ロ
イ
ス
書
翰
で
詳
細
に

記
さ
れ
て
い
る(

3
7
)

。
①
将
軍
の
相
談
役
、
②
禁
裏
奉
行
、
③
東
大
寺
大
仏
殿
再
建
奉
行
、
④
通
貨
の
検
査
お

よ
び
流
通
の
決
定
・
制
限
、
⑤
和
睦
交
渉
の
使
者
、
と
五
件
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
③
以
外
は
邦

文
史
料
か
ら
も
裏
付
け
が
と
れ
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
永
禄
一
三
年
に
出
さ
れ
た
条
書
の
宛
所
に
日

乗
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
同
文
書
は
義
昭
を
規
制
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
文

書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
長
が
日
乗
を
義
昭
対
策
の
担
当
者
と
し
て
指
名
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

日
乗
は
将
軍
の
相
談
役
に
な
る
と
と
も
に
、
信
長
か
ら
も
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
②
は
、

禁
裏
修
理
奉
行
と
し
て
任
に
当
た
っ
て
お
り
、
信
長
家
臣
村
井
貞
勝
は
補
佐
に
回
っ
て
い
る(

3
8
)

。
④
に
つ
い

て
は
、
永
禄
一
二
年
三
月
一
日
に
撰
銭
令
が
発
せ
ら
れ
る
が
、
四
天
王
寺
文
書
の
「
定
精
銭
条
々
」
に
は

日
乗
の
花
押
が
あ
る
こ
と
か
ら(

3
9
)

、
フ
ロ
イ
ス
の
言
う
④
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
⑤
も
、
毛
利
へ
の
使
僧
に
な
っ
て
い
る
。
③
だ
け
が
邦
文
史
料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
な
い
が
、
大
仏
殿

の
再
建
に
携
わ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
乗
は
信
長
の
部
将
と
と
も
に
京
都

の
政
治
に
あ
た
り
、
か
つ
朝
廷
と
も
関
わ
り
が
深
か
っ
た
た
め
、
信
長
・
義
昭
に
対
し
て
宣
教
師
追
放
を

進
言
で
き
た
ば
か
り
か
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
得
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
天
皇
が
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
出
し
た
こ
と
自
体
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
っ
た
。
永
禄
八
年
の

足
利
義
輝
殺
害
後
に
は
、
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
を
発
し
て
お
り(

4
0)

、
天
皇
は
一
貫
し
て
宣
教
師
追
放
の

立
場
に
立
っ
て
い
た(

4
1
)

。
た
だ
今
回
は
永
禄
八
年
と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
。
永
禄
八
年
で
は
宣
教
師
の

保
護
者
で
あ
る
足
利
義
輝
が
殺
害
さ
れ(

4
2)

、
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
は
キ
リ
シ
タ
ン
擁
護
者
が
空
白
な
段

階
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
畿
内
に
出
さ
れ
て
い
る
法
令
は
、
効
力
が
あ
る
も
の
と
し

て
は
事
実
上
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
結
果
宣
教
師
は
京
都
追
放
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
禄
一
二
年
の
場
合
、
先
に
信
長
・
義
昭
が
滞
在
許
可
の
禁
制
が
出
さ
れ
て
い

る
状
況
下
で
、
そ
れ
に
反
す
る
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
が
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
今
回
は
宣
教
師
に
対
す
る

方
針
が
、
朝
廷
と
幕
府
で
矛
盾
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

こ
の
綸
旨
を
得
て
、
日
乗
は
再
び
信
長
と
義
昭
に
伴
天
連
追
放
を
進
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
義
昭

は
宣
教
師
を
追
放
す
る
か
ど
う
か
は
幕
府
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
朝
廷
が
口
を
出
す
問
題
で
は
な
い
と
幕
府

の
権
能
を
示
し
て
一
蹴
し
た(

4
3
)

。
し
か
し
、
信
長
は
義
昭
と
は
異
な
り
、
天
皇
に
一
任
す
る
旨
を
伝
え
て
い

る(
4
4
)

。
こ
の
信
長
の
発
言
は
、
先
に
宣
教
師
に
与
え
て
い
た
京
都
滞
在
許
可
の
朱
印
状
と
相
反
す
る
発
言
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
フ
ロ
イ
ス
等
宣
教
師
は
こ
の
対
応
に
動
揺
す
る
の
で
あ
る
。 

 

綸
旨
獲
得
に
よ
っ
て
日
乗
の
宣
教
師
追
放
の
動
き
が
一
層
高
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
フ
ロ
イ
ス
は
こ
れ
に

対
抗
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
擁
護
し
て
き
た
和
田
惟
政
を
頼
っ
た
。
惟
政
は
綸
旨
が
出
さ

れ
た
後
も
宣
教
師
の
た
め
尽
力
し
、
綸
旨
に
よ
っ
て
信
長
・
義
昭
か
ら
の
保
護
が
失
わ
れ
た
と
誤
解
さ
れ

な
い
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ス
を
義
昭
の
も
と
に
連
れ
て
行
き
、
依
然
と
し
て
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
公

け
に
ア
ピ
ー
ル
し
た(

4
5
)

。
ま
た
、
宣
教
師
追
放
の
張
本
人
で
あ
る
日
乗
に
書
状
を
送
り
、
宣
教
師
は
信
長
と



義
昭
の
許
可
状
を
所
持
し
て
い
る
た
め
京
都
滞
在
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
今
後
宣
教
師
の
問

題
は
惟
政
に
訴
え
る
よ
う
伝
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
乗
は
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
が
出
さ
れ
、
信
長
も

天
皇
に
一
任
し
た
こ
と
を
主
張
し
、
畿
内
は
宣
教
師
追
放
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
認
め
て
い
な
い
の
は
惟

政
だ
け
で
あ
る
と
返
答
し
た(

4
6
)

。
こ
う
し
て
仏
僧
日
乗
と
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
と
い
う
宗
教
間
の
対
立
が
、
日

乗
と
キ
リ
シ
タ
ン
擁
護
者
和
田
惟
政
と
い
う
対
立
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
主
張

が
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
と
滞
在
許
可
の
禁
制
と
い
う
相
反
す
る
法
令
を
根
拠
と
し
た
こ
と
か
ら
、
解
決

の
糸
口
が
見
つ
か
ら
ぬ
ま
ま
膠
着
す
る
の
で
あ
る
。 

 

フ
ロ
イ
ス
は
こ
れ
ら
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、
岐
阜
に
い
る
信
長
の
も
と
を
訪
問
す
る
。
信
長
は
フ

ロ
イ
ス
の
訪
問
を
歓
迎
し
、
再
び
フ
ロ
イ
ス
等
宣
教
師
を
庇
護
す
る
こ
と
を
約
束
し(

4
7
)

、
天
皇
と
義
昭
に
宣

教
師
の
庇
護
を
求
め
る
書
状
を
認
め
た(

4
8)

。
こ
れ
に
対
す
る
朝
廷
側
の
反
応
は
宣
教
師
の
史
料
に
は
記
さ
れ

て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
宣
教
師
が
畿
内
で
追
放
さ
れ
ず
に
布
教
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
綸
旨
の
執
行
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

フ
ロ
イ
ス
の
岐
阜
訪
問
で
宣
教
師
の
京
都
滞
在
が
再
度
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
一
件
が
落

着
し
た
か
に
見
え
た
が
、
日
乗
と
和
田
惟
政
と
の
対
立
の
方
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。
日
乗
は
宣
教

師
の
追
放
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
悟
る
と
、
矛
先
を
宣
教
師
か
ら
惟
政
に
向
け
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
エ

ズ
ス
会
の
書
翰
に
よ
れ
ば(

4
9)

、
日
乗
の
陰
謀
に
よ
っ
て
惟
政
は
信
長
か
ら
一
時
遠
ざ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
城
の

破
却
が
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。
も
と
も
と
仏
僧
日
乗
と
宣
教
師
の
対
立
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
の
よ
う
に

宗
教
上
の
対
立
か
ら
離
れ
た
結
果
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
惟
政
が
許
さ
れ
た
の
は
姉
川
合
戦
の
直
前
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が(

5
0)

、
そ
の
後
惟
政
は
摂
津
を
中
心
に
転
戦
し
、
元
亀
二
年
摂
津
白
井
河
原
合
戦
で

池
田
知
正
・
荒
木
村
重
・
中
川
清
秀
等
に
攻
め
ら
れ
戦
死
し
た
。 

 

一
方
、
日
乗
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
し
ば
ら
く
は
重
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
昭

が
追
放
さ
れ
事
実
上
室
町
幕
府
が
終
焉
す
る
と
、
畿
内
は
村
井
貞
勝
が
「
天
下
所
司
代
」
と
し
て
京
都
の

政
治
を
任
さ
れ
る(

5
1
)

。
以
後
畿
内
支
配
は
織
田
家
臣
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
日
乗
の
活
躍
の
場
は
毛
利
と

の
折
衝
が
中
心
と
な
り
、
次
第
に
史
料
上
登
場
し
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
日
乗
は
信
長
か

ら
追
放
さ
れ
た
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
死
去
す
る
ま
で
信
長
の
も
と
に
い
た
可
能

性
が
高
い(

5
2
)

。
し
か
し
、
永
禄
年
間
に
重
用
さ
れ
て
い
た
日
乗
の
面
影
は
、
天
正
年
間
以
降
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
く
な
る
。 

 

以
上
、
宗
論
後
日
乗
が
綸
旨
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
宗
教
上
の
対
立
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
を
擁
護
す
る
和

田
惟
政
も
加
わ
っ
た
対
立
に
発
展
し
、
そ
の
拠
り
所
と
す
る
天
皇
・
将
軍
・
信
長
も
こ
の
対
立
の
渦
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
く
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
最
終
的
に
は
惟
政
と
日
乗
の
対
立
と
い
う
、
本
来
の
対

立
と
は
か
け
離
れ
た
形
に
な
り
、
一
時
は
そ
れ
が
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
惟
政
は
信
長
か
ら
勘
当
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
側
も
キ
リ
ス
ト
教
側
も
権
力
者
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
こ
と
か

ら
、
も
と
は
宗
教
間
の
対
立
で
あ
っ
た
も
の
が
、
権
力
者
層
を
も
巻
き
込
ん
で
い
く
対
立
に
至
る
こ
と
も

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
僧
と
の
問
題
は
宗
教
史
の
範
疇
だ
け
で
な
く
、
政
治

史
の
立
場
か
ら
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

   
 
 

四 

永
禄
一
二
年
段
階
の
中
央
権
力 

  

こ
れ
ま
で
、
宣
教
師
と
仏
僧
と
い
う
宗
教
上
の
対
立
か
ら
、
権
力
者
を
も
巻
き
込
ん
だ
対
立
に
発
展
し



た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
巻
き
込
ま
れ
た
権
力
者
の
対
応
に
注
目
し
、
当
該
期
権
力

の
実
態
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

  

今
回
の
永
禄
一
二
年
キ
リ
シ
タ
ン
京
都
滞
在
を
巡
る
一
連
の
出
来
事
を
見
て
い
く
と
、
信
長
・
義
昭
・
正

親
町
天
皇
の
三
者
が
結
果
と
し
て
関
与
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
対
応
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ

る
。
ま
ず
信
長
の
対
応
か
ら
織
田
権
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
信
長
は
宣
教
師
に
京
都
滞
在
を
認
め

る
朱
印
状
を
与
え
て
彼
ら
に
好
意
を
示
し
た
が
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
受
け
て
天
皇
に
一
任
、
す
な
わ

ち
綸
旨
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
た
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
の
い
る
岐
阜
ま
で
訪
れ
る
と
、
再
度
宣
教

師
を
保
護
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
宣
教
師
は
京
都
で
宣
教
活
動
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
れ
を
見
る
と
、
二
転
三
転
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
三
者
の
中
で
最
も
一
貫
性
に
欠
け
た
対

応
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
は
最
終
的
に
信
長
が
宣
教
師
保
護
を
約
束
し
、
実
際
に

畿
内
布
教
が
再
開
で
き
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
信
長
権
力
の
強
大
さ
を
強
調
し
た
結
論
と
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
信
長
が
天
皇
に
一
任
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
各
氏
見
解
を
述
べ
て
は
い
る
。
だ
が
、
信
長

が
多
忙
で
あ
っ
た
た
め
深
く
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
今
谷
明
氏
の
見
解
か
ら
、
綸
旨
に
対
し
て
一
定
の
敬

意
を
払
っ
た
と
す
る
村
井
早
苗
氏
の
見
解
、
一
時
的
に
譲
歩
し
た
と
い
う
立
花
京
子
氏
の
見
解(

5
3)

と
、
そ
の

理
解
の
差
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
し
か
も
、
そ
の
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
天
皇
に
一
任
と
い

う
信
長
の
対
応
は
も
う
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

 

今
谷
氏
の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
時
期
信
長
が
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
義
昭
を
将
軍
に
就

か
せ
た
も
の
の
、
年
明
け
早
々
三
好
三
人
衆
が
本
圀
寺
を
包
囲
し
て
お
り
、
京
都
で
の
地
盤
は
ま
だ
ま
だ

不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
盤
固
め
に
や
っ
き
に
な
っ
て
い
た
最
中
、
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題

が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
多
忙
の
中
起
こ
っ
た
出
来
事
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
今
回
の
事
件

は
中
央
権
力
に
大
き
く
関
わ
る
綸
旨
と
朱
印
状
の
命
令
の
相
違
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
信
長
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
多
忙
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

理
由
に
深
く
考
え
ず
に
自
身
の
方
針
を
引
っ
込
め
て
、
天
皇
に
一
任
す
る
と
い
っ
た
態
度
を
信
長
が
と
る

わ
け
が
な
い
。
逆
に
今
回
の
対
応
が
い
か
に
慎
重
な
も
の
だ
っ
た
か
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

そ
も
そ
も
今
回
の
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
が
複
雑
化
し
た
原
因
は
、
京
都
滞
在
許
可
の
朱
印
状
と
伴
天
連
追

放
の
綸
旨
と
い
う
相
反
す
る
法
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
信
長
が
綸
旨
を
出
し
た
天
皇
に
一
任
す
る

と
い
う
行
動
を
と
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
鈴
木
良
一
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に(

5
4
)

、
こ
う
し
た
事

態
を
招
い
た
張
本
人
の
日
乗
に
対
し
て
、
信
長
が
厳
然
た
る
処
罰
を
行
わ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
こ
の
点

を
看
過
し
て
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
織
田
権
力
の
実
態
解
明
は
で
き
な
い
。 

 

で
は
、
な
ぜ
信
長
は
日
乗
を
処
罰
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
論
で
の
失
態
の
み
な
ら
ば
笑
っ
て

許
せ
た
で
あ
ろ
う
信
長
も
、
そ
の
後
の
日
乗
の
行
動
は
許
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
信
長
は
叱
責
こ
そ
し
た
も
の
の
、
処
罰
は
行
わ
な
か
っ
た
。
鈴
木
氏
は
「
家
臣
な
ら
ぬ
朝
廷

の
代
表
者
を
、
さ
す
が
の
信
長
も
む
げ
に
は
処
置
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る(

5
5
)

。
日
乗
を
朝

廷
の
代
表
者
と
信
長
が
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
朝
廷
と
の
関
係
維
持
に
は
必
要
不
可
欠
な
人
物

と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ロ
イ
ス
も
日
乗
が
禁
裏
奉
行
だ
っ
た
こ

と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
お
り
、
正
鵠
を
得
て
い
る(

5
6)

。 
 

こ
の
時
期
禁
裏
奉
行
を
は
じ
め
と
し
て
、
信
長
の
家
臣
団
だ
け
で
畿
内
経
営
を
行
え
な
か
っ
た
点
が
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
日
乗
と
い
う
京
都
や
朝
廷
に
精
通
し
た
人
物
を
重
用
す
る
し
か
な
く
、
信

長
の
家
臣
は
そ
の
補
佐
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
天
下
所
司
代
」
と
し
て
信

長
家
臣
村
井
貞
勝
が
京
都
経
営
を
担
っ
た
天
正
年
間
段
階
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、



こ
の
段
階
の
織
田
権
力
は
、
実
質
権
力
は
有
す
る
も
の
の
、
対
朝
廷
関
係
や
京
都
支
配
と
い
っ
た
中
央
政

権
と
し
て
は
独
自
の
立
場
を
確
立
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
天
皇
に
一
任
し
た
信
長
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
い
ま
だ
信
長
の
支
配
が

確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
宣
教
師
追
放
の
綸
旨
に
譲
歩
し
た
の
だ
と
す
る
村
井
・
立
花
両
氏
の
見
解
に
賛

同
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
定
の
敬
意
」
や
「
一
時
的
譲
歩
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
信
長
の
天
皇
に
一
任
と
い
う
対
応
は
、
す
な
わ
ち
朱
印
状
と
の
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
も
矛
盾
を
露
呈
し
て
ま
で
敬
意
を
示
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う(

5
7
)

。
つ
ま
り
、
信

長
の
こ
の
対
応
は
、
自
己
の
方
針
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
天
皇
に
一
任
し
た
と
解
釈
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
天
正
年
間
で
信
長
が
綸
旨
よ
り
も
朱
印
状
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
強
調

し
た
と
い
う
奥
野
高
広
氏
の
見
解(

5
8
)

と
関
連
さ
せ
れ
ば
、
こ
の
信
長
の
対
応
は
、
永
禄
年
間
段
階
で
は
綸
旨

を
無
視
し
て
朱
印
状
を
優
先
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
織
田
政
権
が
中

央
政
権
と
し
て
確
立
し
て
い
な
い
段
階
で
、
政
権
維
持
の
た
め
に
天
皇
と
衝
突
し
て
ま
で
自
分
の
朱
印
状

を
押
し
通
そ
う
と
す
る
の
を
避
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
信
長
は
フ
ロ
イ
ス
が
岐
阜
に
訪
問
し
た
時
、
再
び
宣
教
師
保
護
を
約
束
し
た
の
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
天
皇
と
の
関
連
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。 

 

続
い
て
、
義
昭
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
義
昭
は
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
に
対
し
て
、
宣

教
師
を
追
放
す
る
か
否
か
は
、
幕
府
で
取
り
決
め
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
、

幕
府
が
宣
教
師
に
対
し
て
京
都
滞
在
の
許
可
状
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
綸
旨
に
は
従
わ
ず
に
あ
く

ま
で
幕
府
の
与
え
た
制
札
を
貫
こ
う
と
し
た
。
義
昭
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
こ
う
す
る
こ

と
で
和
田
惟
政
に
恩
を
与
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
フ
ロ
イ
ス
は
記
し
て
い
る
。
そ
の
真
意
は
不
明
で
あ

る
が(

5
9
)

、
フ
ロ
イ
ス
の
見
解
も
一
理
あ
る
も
の
の
、
真
の
ね
ら
い
は
室
町
幕
府
復
活
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
村
井
氏
も
「
将
軍
権
力
を
明
確
化
し
た
」
と
指
摘
す
る
が
、
氏
の
見
解
は
首
肯
で
き
よ
う
。

将
軍
就
任
後
も
、
三
好
三
人
衆
を
は
じ
め
と
す
る
抵
抗
勢
力
が
存
在
し
て
お
り
、
幕
府
と
し
て
は
不
安
定

な
状
態
が
続
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
義
昭
が
「
幕
府
の
範
疇
」
と
主
張
し
た
こ
と
は
、
綸
旨
を
跳

ね
返
す
だ
け
の
権
力
を
幕
府
側
が
持
ち
得
た
と
対
外
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
見
て
、
義
昭
が
不
安
定
な
畿
内
情
勢
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
か
は
疑

わ
し
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
将
軍
に
就
任
し
た
こ
と
に
よ
り
、
室
町
幕
府
権
力
が
復
活
し
た
と
勘
違
い

し
、
高
慢
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
信
長
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
室

町
幕
府
の
管
領
・
副
将
軍
推
任
を
固
辞
し
、
そ
の
機
構
か
ら
外
れ
た
位
置
で
義
昭
と
連
携
し
て
き
た
信
長

に
と
っ
て
、
義
昭
政
権
の
単
独
化
は
由
々
し
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
仮
に
幕
府
権
力
が
み
ご
と
に
復
活
す
れ

ば
、
信
長
の
中
央
で
の
政
権
基
盤
の
喪
失
を
意
味
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
中
央
か
ら
失
脚
す
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
逆
に
義
昭
の
こ
の
慢
心
か
ら
出
た
行
動
に
よ
っ
て
幕
府
が
衰
退
す
れ
ば
、
敵
対
勢
力
が

別
の
将
軍
を
担
ぎ
上
げ
て
政
権
を
奪
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
義
昭
は
今
回
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
独
断
的

行
動
が
多
々
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
信
長
は
綸
旨
に
一
任
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(

6
0
)

。

す
な
わ
ち
、
朝
廷
を
蔑
ろ
に
し
、
信
長
を
意
に
介
さ
な
い
義
昭
の
独
断
的
な
行
動
を
制
止
す
る
に
は
、
義

昭
と
同
調
す
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
綸
旨
の
効
力
を
一
定
度
正
常
に
も
ど
し
、
信
長
の
意
図
す
る
政
権

支
配
を
企
図
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

事
実
、
こ
う
し
た
義
昭
の
姿
勢
に
対
し
て
、
信
長
は
永
禄
一
三
年
の
条
書
に
お
い
て
痛
烈
に
批
判
す
る
。

条
書
第
四
条
の
「
天
下
之
儀
、
何
様
ニ
も
信
長
ニ
被
任
置
之
上
者
」
と
、
第
五
条
の
「
天
下
御
静
謐
之
条
、

禁
中
之
儀
、
毎
事
不
可
有
御
油
断
之
事
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
来
キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題
か
ら
こ
の
条
書
を



分
析
し
た
研
究
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
条
書
の
内
容
に
、
今
回
の
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
が
多
分
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
第
四
条
で
、
「
天
下
之
儀
」
は
信
長
に
任
せ
て
い
た
の
に
、
信
長
へ
の
連
絡
な
し
に
綸

旨
を
拒
否
し
た
義
昭
の
行
動
を
批
判
し
た
。
第
五
条
で
は
、
義
昭
の
綸
旨
を
無
視
し
た
行
為
が
、
朝
廷
を

蔑
ろ
に
し
て
い
る
と
し
て
叱
責
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
義
昭
の
今
回
の
行
動
は
、
信
長
と
の
連
携

を
無
視
し
、
朝
廷
と
対
立
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
独
断
的
な
行
動
と
し
て
信
長
に
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

信
長
は
義
昭
と
は
異
な
る
対
応
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

最
後
に
正
親
町
天
皇
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
正
親
町
天
皇
は
、
永
禄
八
年
に
は
伴
天
連
追
放
の

女
房
奉
書
を
、
今
回
の
永
禄
一
二
年
で
は
綸
旨
を
発
し
、
三
者
の
中
で
最
も
一
貫
し
た
主
張
を
し
て
い
る
。

し
か
も
、
今
回
の
場
合
京
都
居
住
を
認
め
た
信
長
の
朱
印
状
を
も
覆
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
天
皇
権
威
の

絶
対
性
を
示
せ
た
か
に
見
え
る
。
事
実
、
こ
う
し
た
見
解
を
も
つ
研
究
者
も
多
い
。
今
谷
氏
は
人
々
の
間

に
、
依
然
と
し
て
綸
旨
の
効
力
が
大
き
な
権
威
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
村
井
氏
も
信
長
の
支
配

が
確
立
し
て
い
な
い
こ
の
時
期
に
、
天
皇
は
独
自
に
宣
教
師
追
放
を
主
張
で
き
る
よ
う
な
権
限
を
保
持
し

て
お
り
、
ま
た
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
立
場
を
強
化
し
え
た
と
し
て
い
る
。 

 

正
親
町
天
皇
の
一
貫
し
た
宣
教
師
追
放
と
い
う
主
張
と
、
畿
内
の
実
質
的
な
権
力
者
で
あ
る
信
長
が
天

皇
に
一
任
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
の
意
味
で
、
天
皇
の
権
威
と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
村
井
氏
の
言
う
よ
う
に
「
権
限
」
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
天

皇
の
主
張
が
通
っ
た
が
、
信
長
は
綸
旨
を
無
視
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
持
っ
て
い
た
。
天
皇
に
権
限
が
あ

る
な
ら
ば
、
全
て
の
場
合
に
お
い
て
有
無
を
言
わ
さ
ず
綸
旨
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
「
力
」
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
綸
旨
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
天
皇
の
権
威
は
逆
に
失
墜
し
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
実
際
は
と
い
う
と
、
信
長
は
天
皇
に
一
任
と
し
な
が
ら
も
、
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
の
い
る
岐
阜

を
訪
問
し
た
こ
と
で
、
再
度
宣
教
師
の
保
護
を
約
束
す
る
。
結
果
、
フ
ロ
イ
ス
等
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、

無
事
京
都
に
留
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
正
親
町
天
皇

が
ど
う
い
っ
た
態
度
を
と
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
宣
教
師
が
追
放
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ

ば
、
綸
旨
は
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
綸
旨
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
は
、
今
回
の
永
禄
一
二
年
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

永
禄
八
年
の
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
が
出
さ
れ
た
時
に
も
、
宣
教
師
は
京
都
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

も
の
の
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
は
飯
盛
に
、
フ
ロ
イ
ス
は
堺
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

京
都
退
去
も
将
軍
足
利
義
輝
や
三
好
長
慶
な
ど
の
擁
護
者
が
い
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

ま
た
、
綸
旨
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
例
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
以
外
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る(

6
1
)

。
こ

の
点
に
つ
い
て
堀
新
氏
が
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る(

6
2
)

。
氏
は
真
言
宗
と
天
台
宗
の
間
で
起
き
た
絹
衣

相
論
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
中
で
綸
旨
の
効
力
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
天
台
・
真
言
両
宗
と
も
に

朝
廷
の
裁
許
を
求
め
な
が
ら
も
、
自
身
に
不
利
な
綸
旨
や
裁
定
に
は
従
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
期
の
綸

旨
に
は
強
制
力
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

氏
の
指
摘
は
、
今
回
の
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
綸

旨
を
求
め
る
者
も
多
く
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
綸
旨
の
効
力
な
ら
び
に
天
皇
の
権
威
は
あ
る
程
度
認
め

て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
の
正
親
町
天
皇
に
は
、
そ
れ
を
執
行
す
る
だ
け
の
権
力
が
そ
な
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
天
皇
に
独
自
の
権
限
や
権
力
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
今
回
宣
教
師
が
京
都
に
滞
在
し
て
布
教
活
動
を
再
開
で
き
た
の
は
、
フ
ロ



イ
ス
岐
阜
訪
問
後
信
長
の
宣
教
師
保
護
に
天
皇
が
従
っ
た
と
解
釈
す
る
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
天
皇
は
宣
教

師
追
放
の
立
場
を
貫
い
た
が
、
そ
れ
を
執
行
で
き
る
ほ
ど
の
権
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
捉
え
る

方
が
正
し
い
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
信
長
は
フ
ロ
イ
ス
が
岐
阜
に
訪
問
し
た
時
、
再
び
宣
教

師
保
護
を
約
束
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
晴
れ
る
。
宣
教
師
追
放
の
綸
旨
が
出
さ
れ
て
い
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
信
長
が
天
皇
側
に
は
一
任
、
宣
教
師
に
は
保
護
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
天
皇
に
は
綸
旨
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

矛
盾
し
た
対
応
で
は
あ
る
が
、
天
皇
に
は
一
任
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
敬
意
を
示
し
、
し
か
し
実
際
は
宣

教
師
に
京
都
滞
在
を
認
め
る
と
い
う
対
応
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
も
宣
教
師
追
放
を
実
行
で
き
な
か

っ
た
も
の
の
、
信
長
が
自
分
に
一
任
し
て
敬
意
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
取
り
立
て
て
事
を
荒
立
て
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た(

6
3
)

。
も
し
あ
え
て
問
題
に
し
て
い
れ
ば
、
信
長
と
の
関
係
を
気
ま
ず
く
し
、
朝
廷
を
擁
護

す
る
者
が
な
く
な
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
親
町
天
皇
は
綸
旨
で
自
身
の
主
張

を
明
確
に
は
し
た
が(

6
4
)

、
そ
れ
を
強
行
す
る
行
動
に
は
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
も
信
長
も
無
理
に
主

張
を
貫
く
こ
と
を
せ
ず
、
お
互
い
穏
便
に
こ
と
を
済
ま
そ
う
と
し
、
極
力
衝
突
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
フ
ロ
イ
ス
と
日
乗
と
の
宗
論
と
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
二

つ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

一
つ
は
、
仏
教
徒
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
対
立
と
い
う
宗
教
間
の
対
立
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
擁
護
す
る
権
力
層

を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
対
立
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
点
で
あ
る
。
本
章
で
は
、

信
長
の
も
と
で
宗
論
が
行
わ
れ
る
段
階
ま
で
は
、
フ
ロ
イ
ス
と
日
乗
の
対
立
は
宗
教
上
の
対
立
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
宣
教
師
は
布
教
地
で
の
布
教
を
優
位
に
す
る
た
め
、
権
力
者
か
ら
の
許
可
状
を
望
み
、

一
方
の
仏
僧
は
仏
教
界
の
現
状
維
持
の
た
め
、
敵
対
す
る
宣
教
師
の
追
放
を
権
力
者
に
進
言
す
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
権
力
者
は
自
身
の
利
害
関
係
な
ど
も
加
味
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
て
保
護
か
追
放
か
と

い
う
選
択
を
取
る
。
大
名
領
国
で
は
大
名
の
一
存
で
領
国
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
の
可
否
が
決
定
す
る
が
、

権
力
が
入
り
乱
れ
た
地
域
で
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
畿
内
に
は
、
実
体
は
と
も

か
く
と
し
て
朝
廷
と
幕
府
が
あ
り
、
一
層
複
雑
さ
が
増
し
た
。
今
回
の
場
合
に
は
、
信
長
と
義
昭
は
キ
リ

シ
タ
ン
を
優
遇
し
、
天
皇
は
追
放
を
命
令
す
る
よ
う
な
相
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾

す
る
対
応
は
、
権
力
者
に
更
な
る
対
応
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

従
来
、
こ
う
し
た
問
題
は
権
力
者
の
宗
教
観
や
政
策
と
い
う
側
面
の
み
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
き
ら
い
が

あ
る
が
、
政
策
と
い
う
側
面
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
本
章
と
同
様
な
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
北
九
州
な
ど
の
他
地
域
で
の
布
教
状
況
の
実
態
や
、
後
の
秀
吉

や
徳
川
時
代
の
伴
天
連
追
放
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
も
、
よ
り
実
態
に
迫
っ
た
歴
史
像
を
描
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。 

 

も
う
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
権
力
者
が
巻
き
込
ま
れ
る
状
況
下
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
権
力
者
の
行
動

か
ら
、
権
力
者
層
の
権
力
の
実
態
解
明
が
可
能
な
点
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
宣
教
師
の
京
都
居
住
を
巡
っ

て
、
相
反
す
る
内
容
の
綸
旨
と
朱
印
状
の
狭
間
で
動
揺
す
る
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
、
宣
教
師
追
放
に
向
け
て

暗
躍
す
る
日
乗
の
行
動
を
追
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
正
親
町
天
皇
・
将
軍
義
昭
・
信
長
の
動



向
も
含
め
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
と
居
住
許
可
の
朱
印
状
と
い
う
相
反
す
る

法
令
の
中
で
、
ど
ち
ら
か
の
主
張
で
決
着
す
る
と
い
う
二
者
択
一
的
な
構
図
で
は
な
く
、
信
長
・
義
昭
・

天
皇
三
者
が
各
々
の
立
場
と
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
対
応
し
て
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

正
親
町
天
皇
は
、
永
禄
八
年
に
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
を
、
永
禄
一
二
年
で
は
綸
旨
を
発
し
た
が
、

前
者
で
は
宣
教
師
追
放
は
京
都
の
み
に
留
ま
り
、
後
者
に
至
っ
て
は
京
都
追
放
す
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
天
皇
に
は
綸
旨
を
発
し
て
も
、
そ
れ
を
執
行
し
う
る
だ
け
の
権
力
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
今
回
の
よ
う
に
綸
旨
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
は
他
に
も
数
多
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の

場
合
は
綸
旨
の
執
行
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
信
長
が
天
皇
に
一
任
し
た
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
天

皇
の
権
威
が
失
墜
す
る
こ
と
な
く
、
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
仮
に
綸
旨
の
執
行
を
信
長
に
強
要
し

て
い
れ
ば
、
信
長
と
の
関
係
悪
化
を
招
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
正
親
町
天
皇
の
今
回
の
判
断
は
当
時

の
自
身
の
立
場
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
後
、
信
長
と
天
皇
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
回
の
天
皇
の
対
応
は
プ
ラ
ス
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
義
昭
は
幕
府
権
力
復
活
と
い
う
慢
心
か
ら
、
自
身
の
主
張
を
誇
示
し
、
綸
旨
を
も
否
定
す
る
と

い
う
態
度
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
信
長
は
こ
の
態
度
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
ま
だ
敵
対
勢
力
が

残
存
し
、
畿
内
情
勢
が
不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
公
武
関
係
を
も
悪
化
さ
せ
か
ね
な

い
こ
の
行
動
に
対
し
て
、
信
長
は
義
昭
と
の
連
携
で
は
な
く
、
朝
廷
と
の
協
調
体
制
を
維
持
す
べ
く
、
天

皇
に
一
任
す
る
と
い
う
立
場
を
と
り
、
義
昭
の
行
動
を
牽
制
し
た
。 

 

信
長
が
こ
う
し
た
態
度
を
と
っ
た
背
景
に
は
、
永
禄
年
間
の
織
田
政
権
が
強
大
な
権
力
を
も
ち
つ
つ
も
、

中
央
政
権
と
し
て
は
ま
だ
未
確
立
の
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
信
長
本
人
も
そ
れ
を
自

覚
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
朝
廷
を
無
視
し
て
独
自
の
政
策
や
方
針
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の

政
権
維
持
の
た
め
に
、
幕
府
や
朝
廷
を
本
来
の
か
た
ち
に
戻
し
、
正
常
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
執
り
行
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
長
は
相
反
す
る
法
令
が
出
さ
れ
た
状
況
を
穏
便
に
片
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で

あ
り(

6
5
)

、
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
織
田
権
力
の
実
態
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
正
親

町
天
皇
と
対
立
す
る
こ
と
は
避
け(

6
6
)

、
天
皇
に
一
任
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
義
昭
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
独
断
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
信
長
は
永

禄
一
三
年
に
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
条
書
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
永
禄
一
二
年
の
殿
中
掟
、
永
禄
一

三
年
の
条
書
、
元
亀
三
年
の
異
見
、
と
三
度
に
わ
た
っ
て
義
昭
を
規
制
し
て
い
っ
た
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
が
、
段
階
的
規
制
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
条
書
の
中
に

今
回
の
一
件
と
関
連
の
あ
る
文
言
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
条
書
は
決
し
て
義
昭
規

制
の
た
め
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
上
洛
当
初
か
ら
義
昭
を
手
枷
足
枷
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も

の
で
も
な
か
っ
た
。
信
長
は
、
義
昭
と
共
同
歩
調
を
取
る
の
は
不
適
当
と
判
断
し
た
結
果
、
朝
廷
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
り
、
条
書
に
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
ま
で
織
田
政
権
に
関
す
る
研
究
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
政
治
史
の
視
点
か
ら
取
り
組
む
姿
勢
が
希

薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
信
長
と
数
十
回
も
対
面
し
、
膨
大
な
記
録
を
残
し
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
を
除
い
た
織
田
政
権
の
研
究
は
、
全
体
像
を
捉
え
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
今
回
の
よ
う
な
従
来
見
落
と
さ
れ
て
き
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題
も
踏
ま
え
つ
つ
、
信
長
の
対
義
昭

関
係
や
朝
廷
関
係
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 


