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天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
三
月
一
二
日
付
の
文
書
が

あ
る
。 

 

就
鶴
岡
勧
進
之
儀
、 

少
別
当
被
参
候
間
、 

以
一
書
令
啓
候
、 

定
而

別
当
可
被
申
候
、 

恐
々
謹
言
、 

三
月
十
二
日 

 

左
京
大
夫
氏
綱（
花
押
） 

謹
上
里
見
大
郎
殿
御
宿
所 

  

鶴
岡
八
幡
宮
再
建
に
あ
た
り
、
北
条
氏
綱
か
ら
普
請

を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
の
書
状
は
、
こ
れ

ま
で
も
多
々
送
ら
れ
て
き
た
。
鶴
岡
八
幡
宮
を
焼
い
た

張
本
人
で
あ
る
里
見
義
豊
に
、
権
限
の
な
い
筈
の
北
条

氏
綱
が
求
め
て
く
る
。 

 

不
可
解
な
書
簡
で
あ
っ
た
。 

 

少
な
く
と
も
そ
の
権
者
た
る
古
河
公
方
は
、
そ
う
い

う
細
々
と
し
た
こ
と
を
北
条
氏
に
代
行
さ
せ
て
い
る
こ

と
が
垣
間
見
え
る
。
い
や
、
代
行
と
い
う
名
の
、
権
威

剥
奪
と
い
う
べ
き
か
。 

 

当
然
、
北
条
氏
と
対
峙
す
る
関
係
の
武
将
は
、
こ
れ

に
誰
一
人
応
じ
て
い
な
か
っ
た
。
応
じ
る
の
は
、
事
実

上
、
北
条
氏
に
併
呑
さ
れ
た
豪
族
ば
か
り
で
、
結
果
と

し
て
再
建
の
木
材
は
不
足
し
た
。
氏
綱
と
し
て
は
、
臆

面
も
な
い
書
簡
を
再
三
再
四
放
ち
、
そ
れ
が
世
上
を
駆

け
巡
っ
て
い
る
。 

 

里
見
義
豊
は
こ
の
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
。
外
交
の

す
べ
て
を
里
見
実
堯
へ
一
任
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と

だ
け
は
譲
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
鎌
倉
を
焼
い
た
事
実

を
認
め
た
く
な
い
一
心
か
ら
、
そ
れ
に
背
を
向
け
て
い

た
だ
け
と
い
う
の
が
真
相
だ
。 

 

結
果
的
に
、
義
豊
は
立
場
を
貫
く
こ
と
が
出
来
た
。 

  

こ
の
年
の
七
月
二
五
日
。 

里
見
義
豊
は
傅
役
の
中
里
源
左
衛
門
・
本
間
八
右
衛

門
を
稲
村
城
に
呼
び 

「
手
筈
は
？
」 

と
、
小
声
で
糾
し
た
。 

「
さ
れ
ば
、
正
木
大
膳
に
招
集
を
」 

正
木
通
綱
が
入
城
し
た
ら
、
是
非
を
見
届
け
る
ま
で

も
な
く
宮
本
城
の
実
堯
を
呼
び
寄
せ
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
二
人
を
討
ち
、長
狭
郡
と
久
留
里
に
兵
が
向
か
う
。

そ
の
算
段
は
、
す
っ
か
り
機
が
熟
し
て
い
た
。 

「
そ
れ
で
よ
い
」 

 

義
豊
は
頷
い
た
。 

 

里
見
実
堯
と
正
木
通
綱
を
討
つ
こ
と
は
、
義
豊
に
と

っ
て
、
真
の
独
立
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
廃
す
こ
と
で
、

奉
行
衆
も
力
を
削
が
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

小
弓
公
方
へ
は
い
つ
使
者
を
送
る
か
と
、
本
間
八
右

衛
門
が
問
い
か
け
た
。 

「
事
を
仕
損
じ
た
ら
面
目
が
立
た
ぬ
。
首
尾
よ
く
片
付

い
た
ら
、
内
乱
平
定
こ
れ
あ
り
と
、
そ
な
た
が
使
者
を

務
め
よ
」 

「
は
」 

 

宮
本
城
の
里
見
実
堯
は
、
自
ら
の
終
焉
を
知
る
こ
と

な
く
、
関
東
の
情
勢
や
北
条
と
の
駆
引
き
、
そ
し
て
里

見
の
辿
る
べ
き
道
筋
を
深
く
考
え
て
い
た
。 

た
と
え
実
権
は
奪
わ
れ
よ
う
と
も
、
ま
こ
と
に
里
見

の
末
を
思
う
な
ら
〈
一
統
〉
よ
り
為
す
べ
き
こ
と
が
あ

る
。 そ

の
た
め
に
、
う
る
さ
い
小
舅
を
貫
く
ま
で
、
そ
れ

こ
そ
亡
き
義
通
に
対
す
る
義
理
な
の
だ
と
、
実
堯
は
信

じ
て
い
た
。 

在
地
豪
族
を
手
懐
け
る
実
堯
の
信
奉
者
は
多
い
。 

義
豊
が
急
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
堯
の
そ
れ
こ
そ
、

〈
一
統
〉
へ
の
一
歩
と
思
え
な
く
も
な
い
。
そ
の
根
底

に
は
、
先
々
代
の
里
見
義
実
か
ら
連
綿
と
つ
づ
く
里
見

氏
の
善
政
と
厚
情
に
よ
る
、
確
か
な
治
世
が
あ
っ
た
。

そ
の
匂
い
を
受
け
継
ぐ
者
と
し
て
、
人
々
は
実
堯
に
惹

か
れ
た
。
そ
の
実
堯
が
義
豊
を
立
て
た
か
ら
こ
そ
、
里

見
家
は
ま
と
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
楔
が
外
れ
た
と
き
、
安
房
は
ど
う
な
っ
て
し
ま

う
の
か
…
…
そ
の
刻
が
、
静
か
に
訪
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。 

 

天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
七
月
二
七
日
。 

正
木
大
膳
亮
通
綱
は
、
上
野
筑
後
守
を
伴
い
稲
村
城

の
土
を
踏
ん
で
い
た
。 

「
で
は
、
宮
本
城
へ
」 
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そ
う
云
っ
て
使
い
を
呼
ぶ
中
里
源
左
衛
門
を
横
目
に

し
な
が
ら
、
里
見
太
郎
義
豊
は
溜
息
を
吐
い
て
い
た
。 

「
こ
ん
な
も
の
か
」 

 

ふ
と
呟
く
、
そ
の
言
葉
に
は
意
味
が
な
い
。
な
ん
と

な
く
、
口
に
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。 

義
豊
の
い
る
広
間
の
隣
に
は
、
御
傍
衆
と
そ
の
家
人

た
ち
が
襖
を
隔
て
て
控
え
て
い
る
。 

一
匹
の
蟻
を
複
数
の
蜂
で
刺
す
よ
う
な
、
そ
ん
な
残

虐
な
支
度
が
、
す
っ
か
り
整
っ
て
い
た
。 

＋
＋
＋
＋ 

    

犬
掛
へ
（
１
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夢
酔 

藤
山 

 


