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永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）、
長
い
間
、
両
者
の
な
か

に
立
っ
て
仲
裁
し
て
き
た
鎌
倉
府
執
事
（
の
ち
の
関
東

管
領
）・
上
杉
憲
実
に
対
し
て
、
足
利
持
氏
が
兵
を
差
し

向
け
た
。
主
君
に
刃
を
向
け
ら
れ
て
は
致
仕
方
な
い
。

上
杉
憲
実
は
、
幕
府
に
救
い
を
求
め
る
以
外
に
術
は
な

か
っ
た
。 

 

憲
実
を
庇
護
す
る
と
、
幕
府
は
こ
れ
を
合
戦
の
理
由

と
し
た
。
そ
の
名
目
は 

「
幕
府
へ
の
謀
叛
」 

に
他
な
ら
な
い
。 

 

幕
府
勢
は
関
東
へ
な
だ
れ
込
み
、
持
氏
討
伐
と
い
う

大
義
名
分
の
も
と
、
鎌
倉
を
攻
め
た
の
で
あ
る
。
在
地

豪
族
は
選
択
肢
に
悩
ん
だ
。
鎌
倉
公
方
に
附
く
か
鎌
倉

府
執
事
（
そ
の
背
後
に
い
る
幕
府
）
に
附
く
か
、
そ
の

大
き
な
分
水
嶺
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。 

 

こ
の
戦
い
で
足
利
持
氏
は
敗
れ
、
そ
の
嫡
男
・
義
久

と
も
ど
も
自
害
し
て
果
て
た
。 

 

こ
れ
を
〈
永
享
の
乱
〉
と
い
う
。 

  

永
享
の
乱
が
関
東
の
豪
族
た
ち
に
与
え
た
余
波
は
大

き
か
っ
た
。 

鎌
倉
公
方
に
附
い
た
が
た
め
に
、
没
落
の
道
を
強
い

ら
れ
た
者
た
ち
は
、
絶
望
し
な
が
ら
も 

「
主
家
再
興
」 

を
夢
に
描
い
た
ま
ま
、じ
っ
と
潜
伏
し
苦
難
に
堪
え
た
。 

 

と
い
う
の
も
、
持
氏
の
遺
児
た
ち
が
、
永
享
の
乱
を

逃
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

将
軍
家
は
、
こ
の
行
方
を
捜
す
よ
う
尽
く
し
た
。 

が
、
手
懸
か
り
の
掴
め
な
い
ま
ま
、
月
日
だ
け
が
流

れ
た
。 

 

永
享
一
三
年
（
一
四
四
一
）、
下
総
国
結
城
城
で
、
持

氏
の
三
人
の
遺
児
が
挙
兵
し
た
。
春
王
丸
・
安
王
丸
・

永
寿
王
丸
の
幼
児
を
旗
頭
と
し
た
の
は
、
結
城
城
主
・

結
城
中
務
大
輔
氏
朝
で
あ
る
。
関
東
足
利
家
に
忠
節
を

誓
い
、
そ
の
再
起
を
懸
け
て
の
挙
兵
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
戦
さ
は
総
じ
て
、
結
城
籠
城
を
巡
る
攻
防
戦
で

あ
る
。
結
城
氏
朝
に
呼
応
し
て
馳
せ
参
じ
た
の
は
、
小

山
・
山
川
と
い
っ
た
同
族
や
近
隣
の
同
調
者
た
ち
で
、

そ
の
数
お
よ
そ
二
万
。
対
す
る
幕
府
勢
は
お
よ
そ
一
〇

万
。
こ
れ
は
各
種
軍
記
物
と
呼
ば
れ
る
資
料
に
よ
る
も

の
で
、
恐
ら
く
は
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
正
し
い
数
字
で

は
な
い
。
が
、
そ
れ
く
ら
い
の
兵
力
差
が
あ
る
の
だ
と

い
う
、
一
種
の
比
喩
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。 

先
の
戦
さ
で
摘
み
残
し
た
芽
を
刈
り
取
る
た
め
に
、

幕
府
は
類
を
見
な
い
動
員
を
し
た
。そ
の
こ
と
だ
け
は
、

疑
う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ
る
。 

 

こ
の
と
き
結
城
城
に
籠
城
し
た
上
州
の
者
が
い
る
。 

里
見
修
理
亮
家
基
。 

新
田
源
氏
の
末
裔
で
あ
る
こ
の
里
見
氏
は
、
南
北
朝

動
乱
期
に
大
き
く
家
を
割
っ
た
。
す
な
わ
ち
棟
梁
で
あ

る
新
田
義
貞
と
行
動
を
共
に
し
た
者
と
、
上
州
に
留
ま

り
足
利
氏
に
従
っ
た
者
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
州

里
見
氏
は
後
者
で
あ
り
、
持
氏
の
遺
児
を
守
護
す
る
意

地
で
結
城
に
馳
せ
参
じ
た
忠
義
の
徒
を
自
負
し
て
い
た
。 

 
結
城
城
を
巡
る
こ
の
戦
い
は
、
永
享
一
三
年
三
月
に

籠
城
を
開
始
し
て
か
ら
、
陥
落
敗
戦
を
す
る
翌
年
四
月

一
九
日
ま
で
、
な
ん
と
、
一
年
以
上
も
の
時
間
を
費
や

し
て
い
る
。 

と
に
か
く
、
例
え
る
な
ら
こ
れ
は
、
妥
協
な
き
意
地

の
戦
い
、
と
い
う
表
現
が
相
応
し
い
。
実
に
熾
烈
な
戦

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
、『
結
城
戦
場
記
』
や
『
永
享
記
』

と
い
っ
た
史
料
か
ら
も
伺
え
る
。 

 

陥
落
間
際
、
結
城
氏
朝
は
春
王
丸
・
安
王
丸
を
女
装

さ
せ
て
逃
し
た
が
失
敗
し
両
名
は
捕
縛
、
永
寿
王
丸
さ

え
も
捕
ら
え
ら
れ 

「
も
は
や
こ
れ
ま
で
」 

と
、
遂
に
討
ち
死
に
し
て
果
て
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
、
関
東
で
は
〈
結
城
合
戦
〉
と
い
う
が
、
幕

府
か
ら
は
淡
々
と
〈
結
城
氏
朝
の
乱
〉
と
称
さ
れ
た
。 

結
城
氏
と
、
こ
れ
に
連
座
し
た
者
を
、
一
言
で 

「
謀
反
人
」 

 

そ
う
称
し
た
の
で
あ
る
。 

 

里
見
家
基
は
結
城
氏
朝
等
と
共
に
、
玉
砕
の
道
を
選

ん
だ
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
忠
義
で
あ
る
。
こ
の
玉
砕
に

あ
た
り
家
基
は
一
子
・
義
実
を
招
き
寄
せ
た
。 

「
父
は
、
父
の
戦
い
の
も
と
、
意
地
を
通
し
て
死
ぬ
る

つ
も
り
。
さ
れ
ど
、
そ
ち
は
生
き
て
逃
れ
る
べ
し
」 

 

義
実
は
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
を
望
ん
だ
。 

 

し
か
し
、
家
基
は
遂
に
許
さ
な
か
っ
た
。 

「
足
利
の
若
様
は
捕
ら
え
ら
れ
た
。
十
中
八
九
、
首
を
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打
た
れ
よ
う
。
さ
れ
ど
、
世
は
一
寸
先
に
何
が
起
き
る

か
判
ら
ぬ
も
の
。
若
様
が
生
き
存
え
れ
ば
、
こ
の
一
戦

の
無
念
を
晴
ら
す
と
き
が
く
る
」 

「
父
上
」 

「
い
い
か
、
死
ぬ
な
よ
」 

 

家
基
は
死
に
場
所
を
得
る
と
と
も
に
、
義
実
に
望
み

を
託
し
た
の
で
あ
る
。 

  

捕
ら
え
ら
れ
た
関
東
足
利
公
方
の
遺
児
た
ち
は
、
将

軍
・
足
利
義
教
自
ら
詮
議
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
京
へ

護
送
さ
れ
た
。
そ
の
護
送
途
中
、
永
寿
王
丸
が
急
病
に

な
り
、
ふ
た
り
の
兄
が
先
を
急
い
だ
。 

し
か
し
、
義
教
は
は
じ
め
か
ら
、
遺
児
た
ち
を
生
か

す
つ
も
り
な
ど
な
い
。 

 

神
託
と
い
う
名
の
〈
籤
引
き
〉
で
選
出
さ
れ
た
還
俗

将
軍
で
あ
り
な
が
ら
、
義
教
は
敵
に
対
し
て
容
赦
の
な

い
、
執
念
深
き
人
物
だ
っ
た
。 

美
濃
国
垂
井
の
金
蓮
寺
に
お
い
て
、
春
王
丸
・
安
王

丸
は
処
刑
さ
れ
た
。
敵
の
血
統
を
遺
す
こ
と
こ
そ
元
凶

な
り
。
そ
う
い
わ
ん
ば
か
り
の
、
残
虐
な
処
断
で
あ
っ

た
。 義

教
は
逆
ら
う
者
を
容
赦
し
な
い
残
忍
性
が
あ
っ
た
。 

当
時
の
諸
国
大
名
は
、
足
利
義
教
の
性
癖
を
〈
万
人

恐
怖
〉
と
呼
び
、
恐
れ
た
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
、
い
つ

首
が
飛
ぶ
か
も
判
ら
な
い
。
義
教
と
い
う
将
軍
の
治
世

は
、
こ
う
し
て
保
た
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

が
、
薬
も
過
ぎ
れ
ば
毒
と
な
る
。 

 

結
城
氏
朝
の
乱
が
平
定
さ
れ
て
僅
か
二
ヶ
月
後
。 

 

嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
六
月
二
四
日
、
そ
の
戦
勝

祝
賀
の
宴
を
催
し
て
い
る
最
中
に
、
信
じ
ら
れ
な
い
事

件
が
起
き
た
。 

「
万
人
恐
怖
、
覚
悟
！
」 

 

な
ん
と
、
幕
府
重
鎮
の
ひ
と
り
、
播
磨
守
護
職
・
赤

松
満
祐
が
、
突
如
、
将
軍
・
足
利
義
教
に
襲
い
か
か
り
、

そ
れ
を
斬
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
関
東
の
次
は
、
い
よ
い
よ
己
な
り
」 

 

流
言
飛
語
に
赤
松
氏
は
怯
え
、
そ
れ
を
打
開
す
る
選

択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
凶
行
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
将
軍
暗
殺
に
あ
た
り
、
幕
府
は
一
瞬
、
組
織
と

し
て
の
機
能
を
喪
失
し
た
。こ
の
一
件
を
、〈
嘉
吉
の
乱
〉

と
い
う
名
で
日
本
史
は
留
め
て
い
る
。 

 

白
昼
堂
々
の
将
軍
暗
殺
。 

 

し
か
し
、
結
果
的
に
こ
の
事
件
が
、
永
寿
王
の
生
命

を
つ
な
ぎ
と
め
た
の
で
あ
る
。 

 

永
寿
王
。 

の
ち
の
初
代
古
河
公
方
・
足
利
成
氏
で
あ
る
。 

 

こ
の
足
利
成
氏
の
存
在
が
、
関
東
に
足
利
家
と
上
杉

家
と
い
う
ふ
た
つ
の
主
を
生
み
、
権
力
構
図
の
矛
盾
を

引
き
摺
り
な
が
ら
、
再
び
争
乱
の
種
を
ま
き
散
ら
し
て

い
く
。 

 

こ
れ
が
、
関
東
争
乱
の
、
直
接
的
な
は
じ
ま
り
で
あ

っ
た
。 

＋
＋
＋
＋ 

    

関
東
争
乱
（
２
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