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文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
七
月
二
六
日
、
扇
谷
上

杉
家
宰
・
太
田
道
灌
が
暗
殺
さ
れ
た
。
優
れ
た
家
臣
に

対
す
る
猜
疑
心
に
、
そ
の
主
君
・
上
杉
修
理
大
夫
定
正

が
凶
行
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
当
方
滅
亡
！
」 

 

こ
れ
は
、
今
際
の
際
に
道
灌
が
叫
ん
だ
と
云
わ
れ
る

言
葉
だ
が
、
そ
の
言
葉
の
と
お
り
、
扇
谷
上
杉
氏
の
衰

退
の
兆
し
は
間
も
な
く
表
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

道
灌
暗
殺
の
入
れ
知
恵
は
、
山
内
上
杉
四
郎
顕
定
に

よ
る
。 

道
灌
を
生
か
し
て
は
、
上
杉
宗
家
で
あ
る
山
内
家
が

衰
退
す
る
と
危
惧
し
た
た
め
だ
。 

扇
谷
家
で
は
こ
の
奸
計
に
乗
じ
た
も
の
の
、
や
が
て

は
道
灌
ほ
ど
の
者
を
失
っ
た
失
敗
を
嘆
く
こ
と
と
な
る
。

さ
り
と
て
、
己
の
失
態
は
認
め
た
く
な
い
。
扇
谷
上
杉

氏
と
し
て
は
、
山
内
上
杉
氏
を
糾
弾
す
る
し
か
な
い
。 

結
果
、
両
家
は
必
然
の
如
く
、
決
裂
し
て
い
っ
た
。 

享
徳
の
乱
に
引
き
続
く
上
杉
一
族
の
内
乱
が
、
道
灌

暗
殺
を
機
に
、
関
東
全
域
に
広
が
っ
て
い
く
。
関
東
は

こ
の
と
き
か
ら
、
戦
国
時
代
の
臭
い
を
漂
わ
せ
始
め
る

の
だ
。 

 

お
よ
そ
二
〇
年
後
の
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）。
よ
う

や
く
上
杉
一
族
は
、
遺
恨
を
抱
き
な
が
ら
も
、
和
解
を

し
た
。 

理
由
は
、
単
純
だ
っ
た
。 

西
か
ら
、
高
潮
の
如
く
押
し
寄
せ
る
脅
威
に
、
た
だ

狼
狽
え
る
ま
ま
、
遅
ま
き
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。 

 

 

伊
勢
入
道
宗
瑞
。 

 

太
田
道
灌
が
存
命
の
う
ち
は
、
彼
は
機
を
待
ち
じ
っ

と
息
を
潜
め
て
い
た
。
故
に
そ
の
死
後
は
、
野
心
の
ま

ま
に
、
怒
濤
の
勢
い
で
行
動
を
開
始
し
た
。 

関
東
の
国
盗
り
に
挙
っ
た
宗
瑞
は
、
繊
細
に
し
て
大

胆
に
、
ま
ず
は
相
模
の
土
地
で
は
な
く
人
心
を
侵
略
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

太
田
道
灌
に
匹
敵
す
る
才
の
持
ち
主
と
囁
か
れ
た
上

杉
家
重
臣
・
大
森
氏
頼
は
、
早
く
か
ら
宗
瑞
の
存
在
を

危
険
視
し
て
い
た
。
そ
の
野
心
を
じ
っ
と
看
破
し
、
決

し
て
心
を
許
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
主
君
・
扇
谷
上

杉
定
正
に
対
し
、
こ
の
こ
と
を
強
く
進
言
し
た
。〈
大
森

教
訓
状
〉
な
る
諫
言
を
言
葉
に
し
た
の
も
、
道
灌
に
成

り
代
わ
り
主
家
を
守
り
た
い
一
心
で
あ
る
。 

 

そ
の
必
死
の
想
い
に
、
扇
谷
上
杉
定
正
も
頷
か
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。 

 

伊
勢
宗
瑞
は
、
気
長
に
機
が
熟
す
の
を
待
っ
た
。 

 

や
が
て
氏
頼
が
病
死
す
る
と
、
宗
瑞
は
そ
の
子
・
藤

頼
に
接
近
し
た
。
凡
庸
な
藤
頼
は
、
宗
瑞
の
魂
胆
も
見

抜
く
こ
と
も
出
来
ず
、
一
切
の
警
戒
を
怠
っ
た
。
そ
の

油
断
を
確
信
し
て
か
ら
、
と
う
と
う
、
宗
瑞
は
大
森
氏

の
居
城
で
あ
る
小
田
原
を
、
鮮
や
か
に
奪
い
取
っ
た
の

で
あ
る
。 

新
興
勢
力
で
あ
る
伊
勢
宗
瑞
の
目
的
が
、
上
杉
家
へ

直
接
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
族
内
紛
を
し
て

い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。 

山
内
・
扇
谷
の
両
家
が
一
致
団
結
し
た
背
景
に
は
、

そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
山
内
・
扇
谷

の
両
上
杉
家
が
一
致
団
結
す
る
こ
と
は
、
遅
き
に
過
ぎ

た
秩
序
回
復
へ
の
道
と
な
っ
た
。
そ
し
て
代
替
わ
り
も

手
伝
い
、
古
河
公
方
・
関
東
管
領
と
い
う
、
足
利
・
上

杉
の
両
輪
体
制
も
、
徐
々
に
回
復
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。 

 

こ
の
時
代
の
古
河
公
方
は
、
成
氏
の
子
・
左
馬
頭
政

氏
と
い
う
。 

政
氏
は
、
古
河
へ
と
追
わ
れ
た
父
の
悲
願
で
あ
る 

「
鎌
倉
公
方
へ
の
回
復
」 

を
望
ん
だ
。 

そ
の
た
め
に
、
多
く
の
関
東
豪
族
へ
官
途
・
受
領
・

諱
な
ど
と
い
っ
た
、
権
威
づ
け
を
与
え
た
。
武
力
の
心

許
な
い
政
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
手
段
は
ま
さ
に
外
交
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
与
力
を
集
い
、
同
時
に
、
そ

の
体
面
を
保
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
も
大
義
名
分
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
有
難

い
も
の
で
あ
る
。 

関
東
の
豪
族
た
ち
は
、
足
利
と
上
杉
両
家
の
間
を
巧

み
に
渡
り
歩
い
て
、
家
を
保
ち
そ
の
格
式
を
高
め
る
努

力
を
し
て
い
た
。 
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こ
の
永
正
二
年
と
い
う
年
は
、
上
杉
家
に
と
っ
て
は

内
紛
終
息
の
め
で
た
い
年
で
あ
っ
た
。 

が
。 

足
利
家
に
と
っ
て
は
、
実
は
分
裂
の
危
機
に
瀕
す
る

重
大
事
の
と
き
を
迎
え
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
。
事
の

は
じ
ま
り
は
、
政
氏
の
嫡
男
・
高
基
の
一
言
か
ら
始
ま

っ
た
。 

「
関
東
管
領
家
（
上
杉
氏
）
に
は
、
公
方
家
を
支
え
る

力
も
な
い
。
こ
れ
に
代
わ
り
得
る
実
力
を
持
つ
補
佐
が

あ
っ
て
、
は
じ
め
て
足
利
家
も
鎌
倉
へ
の
帰
参
が
適
う

と
い
う
も
の
。
い
ま
の
世
は
、
関
東
広
し
と
い
え
ど
、

寄
る
べ
き
力
の
あ
る
者
は
、
小
田
原
の
伊
勢
入
道
を
お

い
て
他
に
な
し
」 

 

こ
の
言
葉
に
、
政
氏
は
激
し
く
反
発
し
た
。
上
杉
の

領
土
を
奪
い
な
が
ら
、
そ
の
基
盤
を
広
げ
つ
つ
あ
る
下

剋
上
の
輩
。
そ
れ
と
与
す
る
こ
と
は 

「
公
方
家
と
し
て
、
恥
じ
る
べ
き
所
業
な
り
」 

 

実
よ
り
名
を
重
ん
じ
る
べ
し
と
、
政
氏
は
強
く
主
張

し
た
。
片
や
目
的
の
た
め
な
ら
、
手
段
を
問
わ
ぬ
と
、

高
基
は
主
張
し
た
。 

こ
の
父
子
の
考
え
違
い
が
、
や
が
て
は
足
利
公
方
家

の
内
紛
へ
と
発
展
し
て
い
く
。 

  

安
房
国
安
房
郡
北
条
郷
八
幡
。 

こ
こ
に
ひ
と
つ
の
社
が
鎮
座
す
る
。
鶴
谷
八
幡
宮
と

い
う
。
か
つ
て
、
安
房
国
府
の
置
か
れ
て
い
た
三
芳
か

ら
遷
座
さ
れ
た
の
が
鎌
倉
時
代
初
期
の
こ
と
。
以
来
、

武
士
の
八
幡
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。 

 

こ
の
鶴
谷
八
幡
宮
の
造
り
は
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
を

模
し
た
も
の
で
、
す
な
わ
ち
海
に
向
け
て
直
線
の
参
道

が
開
か
れ
て
い
る
。
参
道
規
模
は
鎌
倉
に
勝
る
と
も
劣

ら
ず
、そ
の
形
を
酷
似
さ
せ
る
八
幡
宮
を
称
す
る
社
は
、

全
国
で
も
希
有
な
存
在
だ
。 

 

こ
の
当
時
、
里
見
氏
は
鶴
谷
八
幡
宮
大
檀
那
と
い
う

地
位
を
確
立
し
て
い
た
。 

そ
れ
は
、
安
房
国
主
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
、

と
い
う
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
里
見
氏
は
、
安
房
国
に

お
い
て
、
誰
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
へ
と

成
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
大
檀
那
と
し
て
、
時
の
当
主
・
里
見
上
総
介
義

通
は
、
長
年
の
戦
乱
で
荒
れ
果
て
た
鶴
谷
八
幡
宮
の
修

復
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。 

「
こ
れ
は
殊
勝
な
る
仕
儀
に
て
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
加

護
が
大
殿
を
御
守
り
致
し
ま
し
ょ
う
ぞ
」 

 

那
古
寺
住
職
・
義
秀
は
、稲
村
城
の
義
通
を
訪
れ
て
、

鶴
谷
八
幡
宮
の
修
復
の
謝
辞
を
述
べ
な
が
ら 

「
足
利
家
の
こ
と
」 

を
語
り
合
っ
た
。 

そ
も
そ
も
こ
の
那
古
寺
は
、
鶴
谷
八
幡
宮
の
別
当
寺

に
あ
た
り
、
更
に
は
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
雪
下
殿
に
も
属

し
て
い
る
。
雪
下
殿
は
足
利
家
縁
故
の
者
が
住
持
と
し

て
入
る
こ
と
が
古
来
よ
り
の
慣
習
だ
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
は
、
宗
門
と
い
う
鎖
に
よ
り
、
那
古
寺
が
鎌
倉
と

密
接
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
意
味
し
て
い
た
。 

こ
の
那
古
寺
二
一
世
別
当
・
義
秀
は
里
見
義
通
の
実

弟
で
あ
る
。 

＋
＋
＋
＋ 

    

鶴
谷
八
幡
宮
（
１
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夢
酔 
藤
山 

 


