
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

は

じ

め

に

小
稿
は
、
一
色
氏
の
も
と
に
お
け
る
若
狭
守
護
代
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
貞
治
五
年
(
一
三
六
六
)
か
ら
応
永
十
三
年
(
一
四
〇
六
)
ま

(
-
)

で
の
小
笠
原
氏
(
長
房
・
長
春
)
に
つ
い
て
検
討
し
た
前
稿
に
続
き
へ
次
の
三
方

氏
(
範
忠
・
忠
治
)
を
載
り
あ
げ
へ
そ
の
動
向
を
追
跡
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
0
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
三
方
氏
、
あ
る
い
は
そ
の
主
家
1
色
氏
に
つ
い
て
の
ま

(
2
)

と
ま
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
-
、
そ
の
意
味
で
小
稿
が
室
町
期
の
若
狭
に
お
け

る
守
護
支
配
研
究
の
基
礎
作
業
に
で
も
な
り
得
れ
ば
と
思
う
｡

と
こ
ろ
で
へ
前
稿
で
は
守
護
代
の
「
自
律
的
」
動
き
を
し
ば
し
ば
強
調
し
、

「
三
方
氏
の
代
に
は
-
-
自
律
的
部
分
を
着
実
に
拡
大
し
て
い
-
」
と
い
う
見
通

し
を
述
べ
た
が
(
八
四
貢
)
、
こ
の
問
題
は
、
守
護
一
色
氏
と
三
方
氏
の
間
の
関

係
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
完
全
に
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
史
料
的
制
約
か
ら
今
の
と
こ
ろ
留
保
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
意
味
で
前
言

の
軽
率
を
反
省
し
て
い
る
｡
し
か
も
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
守
護
代
の
「
自
律
性
」

が
い
か
に
拡
大
し
て
も
、
あ
た
か
も
極
限
に
至
っ
た
摂
関
政
治
が
太
政
官
制
を
否

定
し
得
な
い
の
と
同
様
、
守
護
代
が
守
護
権
力
と
の
秤
を
断
ち
切
る
こ
と
な
ど
、

お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
十
五
世
紀
前
半
の
客
観
的
政
治
状
況
で
あ
っ

河

村

昭

一

兵
庫
教
育
大
学
第
2
部
(
社
会
系
教
育
講
座
)

た
と
い
え
る
｡
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
守
護
代
の
「
自
律
性
」
を
安
易
に
ふ

(

-

蝣

)

り
か
ざ
す
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
、
畿
内
近
国
の
守
護
代
で
、

主
家
を
も
凌
ぐ
実
力
を
も
ち
、
分
国
支
配
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
者
が
少
な
-

な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
へ
こ
の
時
期
の
守
護
研
究
に
お
い
て
守
護
代

の
実
態
を
究
明
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
｡

当
初
は
'
川
三
方
範
忠
・
同
忠
治
の
若
狭
守
護
代
在
職
期
間
を
確
認
し
、
㈹
7

色
家
中
に
お
け
る
三
方
氏
の
政
治
的
地
位
の
上
昇
を
跡
づ
け
た
上
で
'
㈱
同
氏
の

若
狭
経
営
に
つ
い
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
の
都
合
上
川
・
価
は
別

o

稿
と
し
へ
こ
こ
で
は
㈱
の
み
扱
う
こ
と
と
す
る
｡
そ
の
際
、
三
方
氏
の
具
体
的
な

在
地
支
配
に
か
か
わ
る
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
太
良
庄
の
年
貢
算

用
状
に
国
下
用
分
と
し
て
見
え
る
守
護
勢
力
へ
の
礼
銭
関
係
記
事
を
主
た
る
素
材

と
す
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
、
こ
の
種
の
記
事
は
事
実
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
の

と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
算
用
状
作
成
者
(
太
良
庄
で
は
公
文
・
代
官
)
の
作
為

が
加
わ
る
余
地
も
あ
る
し
、
作
成
者
に
よ
っ
て
基
準
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
0

た
だ
、
当
面
問
題
と
す
る
三
方
氏
の
守
護
代
在
職
期
に
限
っ
て
い
え
ば
、
太
良
圧

の
公
文
は
貞
治
元
年
か
ら
応
永
二
十
六
年
ま
で
の
半
世
紀
余
も
弁
柘
が
1
人
で
つ

(
・
J
l
)

と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
-
と
も
三
方
範
忠
の
守
護
代
就
任
後
十
数
年
間
の

太
良
庄
側
の
守
護
方
に
対
す
る
姿
勢
に
は
一
貫
性
を
想
定
し
得
る
｡
ま
た
、
太
良
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圧
は
守
護
所
に
至
近
の
位
置
に
あ
っ
て
、
守
護
勢
力
の
動
き
を
比
較
的
敏
感
に
反

映
す
る
荘
園
で
あ
る
上
に
、
応
永
十
九
年
分
以
後
は
毎
年
度
、
し
か
も
そ
の
ほ
と

ん
ど
に
つ
い
て
地
頭
方
・
領
家
方
双
方
の
算
用
状
が
セ
ッ
ト
で
伝
存
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
在
地
に
お
け
る
守
護
勢
力
と
荘
園
経
営
者
と
の
交
渉
を
、
点
と
し
て
で

な
く
、
線
と
し
て
追
跡
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
の
で
'
三
方
氏
を
始
め
と
す

る
守
護
勢
力
の
動
き
を
探
る
た
め
に
、
敢
え
て
太
良
庄
の
算
用
状
の
礼
銭
関
係
記

(
6
)

事
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
｡
し
か
し
、
そ
の
史
料
的
限
界
性
は
否
定
し

難
く
、
三
方
氏
の
動
き
を
ほ
と
ん
ど
表
面
的
に
観
察
す
る
程
度
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
を
'
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
以
下
で
は
、
三

方
氏
の
若
狭
に
対
す
る
か
か
わ
り
方
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
検
討
し
た
い
｡

「
I
湖
(
応
永
十
三
年
～
同
二
十
年
)

三
方
範
忠
が
応
永
十
三
年
(
l
四
〇
六
)
十
二
月
、
守
護
代
に
就
任
し
て
以
後

し
ば
ら
-
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
若
狭
支
配
の
基
礎
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
新
守
護
代
と
し
て
の
範
忠
が
と
っ
た
方
策
で
明
ら
か
に
前
代
の
小
笠
原
氏
と

異
な
る
も
の
と
し
て
、
ほ
ぼ
連
年
に
わ
た
る
若
狭
下
向
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
小
笠

原
氏
は
長
房
の
晩
年
頃
か
ら
次
第
に
在
京
傾
向
を
強
め
、
次
の
長
春
の
代
に
は
完

全
に
在
京
原
則
を
確
立
し
た
こ
と
を
前
稿
で
指
摘
し
た
が
、
そ
の
際
用
い
た
表
を

第
1
表
と
し
て
再
掲
し
(
部
分
的
に
捕
訂
し
た
)
、
以
下
三
方
氏
に
つ
い
て
検
討

し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
、
こ
の
表
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
小
笠
原
氏
の
代
に
比
べ
て
守
護
代

の
下
向
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
あ
る
｡
小
笠
原
氏
の
若
狭
下
向

は
合
わ
せ
て
四
回
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
足
利
義
満
や
そ
の

愛
妾
西
御
所
の
若
狭
遊
覧
が
あ
っ
た
年
に
当
っ
て
い
る
か
ら
へ
小
笠
原
氏
の
下
向

の
目
的
は
義
満
の
供
奉
へ
も
し
-
は
供
応
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
自
身
の
若
狭
経

営
を
目
的
と
す
る
下
向
は
第
-
表
に
み
る
限
り
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

第1衰一色氏治政下における若狭守護代・小守護代の上洛・下向

(主として太良庄年貢算用状による)

年 度 守 護 代 小 守 護 代 焦 考 出 典

永 徳元 (1 38 1) 小

守護 代殿 下 向

嚢 右卿亮 殿 (重信) 出京

西都 所若狭遊 覧 力

バー87
明徳元 (1 39 0 )

応 永 4 (1 39 7 )

隻
原
長
戻

武田殿 京上 (5 月) バー95

* - 10 3
秩

武EEl殿 京上

〃 5 (1 39 8 ) 小 守護 代穀 下 向 田 武田殿 京上 西勧所 若狭遊 覧 力 誰 - 78 7
" 9 (】4 0 2 )

1 0 ( 14 0 3

笠
原

三 州 (長春 ) 下 向 (5 . 24 ) 良 武 田殿 京上 ( 2. 20 , 12 . 13 ) 西御所 等若狭 遊覧 ( 5 月) ft - 8 4 7

・ 1 1 ( 14 0 4 )

* 15 ( 14 0 8 )

良
ft 三 州下 向 ( 4 . 19 )

盛 武 田殿只 上 (3 . 6 . 10 . 2 )

武 由殿上 洛 (2 .2 0 , 10 . 2 ) 養液若 狭遊覧

守護代 宿所移転 (11月)

q 宮遷 宮式 (9 月)

為抑 山門領云 々

ハ - 10 2

7 - 7 8 , 敬 - 8 71

教- 9 2 9
三 方殿 下 向 (3 月)

良

′ト守護 代上洛 .下向 (度々)

長法 寺上 (京 都宝輪 寺供 養時)

サ 16 ( 14 0 9 ) 守 護 代三方 穀 下向 ( 8 . 12 ) ,在 国 L - 7 2 . * - 1 1 7
" 17 (ー4 10 ) 三方 殿 屋形 見 - 寺勧 進猿 楽 オ - 1 1 8
″ 18 (1 4 1 1) ～ 三方 穀 下向

法

教 - 9 %

サ 2 0 ( 14 13 )

n

守護 代三方今 E]明日下向 (正.2 0 ) L - 1 9 0
″ 2 1 (1 4 14 ) 三方 下 向 . 上洛 Ⅰ析守 護代 上洛 ハ - 1 2 9,リ- 9 9 , ツ- 1 09
″ 2 6 (1 4 19 ) 三方 下 向 .上 洛

守
ツ- 1 10 , フ- 8 8 .

″ 2 7 (14 2 0 )

範

守護 代 若狭 方下 向 フ- 9 0 , 東 にー 13 0
' 2 9 0 4 2 2 守護 代三 方山 城人 道下 向7 若 狭国守 護畿次 第

30 (14 2 3 三 方 下 向
柄

ハ - 1 45 蝣 14 6
サ 3 1 (14 2 4 )

忠
守 護 代若 狭方 上洛 ハ - 1 49 ・ 15 0

' 3 2 ( 14 2 5 ) (三 方在 国) ハ - 1 5 1. リー 113

永享 元 (14 2 9 ) 三 方 下向 松 小守護 代.I.松 山 と申仁下 て侯 ハ - 1 65 ,オ- 14 7 .し- 20 0
6 ( 14 3 4 三 方 下向 ( 8ー19 的京 ), 在国 山 ハ - 1 74′ 著聞 E]記

鍾(I)算用状に与える礼銭記事を主として参照した｡表記はほぼ史料のまま示した｡ ( )内の5,24などは日付｡

(2 )応永20年の出典は年欠であるが、応永19年10月16B太良庄代官朝貴公文弁枯連署注進状(百合ツー105)より推定.

(3)傭考の格の事項のうち、応永9年のは「若狭国税所今書名領主代々次第」 、同16年のは「若狭国守護後次第」に拠り、他は当譲年次の出典

の柵の各史料に拠る｡

(4)出典の接の大多数は東寺百合文書で、函名と文書番号(京都府立総合資料館編r東寺百合文書目録」による)のみ示す｡教はr教王護国寺

文書」 、東はr東寺文書」 (大E3本古文書家わけ)の略｡
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こ
れ
に
対
し
て
'
三
方
氏
の
代
に
な
る
と
、
将
軍
の
供
奉
と
い
っ
た
他
律
的
事
情

に
基
づ
か
な
い
'
″
自
主
的
下
向
″
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
い
ま

1
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
笠
原
氏
の
代
に
小
守
護
代
武
田
氏
が
上
洛
を
く
り
返

し
、
そ
の
晩
期
に
は
春
・
冬
の
二
回
の
上
洛
が
慣
例
化
し
て
い
た
感
さ
え
う
か
が

え
る
の
に
対
し
て
、
三
方
氏
の
代
の
小
守
護
代
長
法
寺
納
は
、
当
初
こ
そ
「
度
々
」

の
上
洛
を
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
応
永
十
六
年
以
降
は
、
宝
瞳
寺
供
養
に
際
し
てサ

お
そ
ら
-
一
色
氏
の
随
兵
・
供
奉
の
た
め
上
洛
し
た
と
思
わ
れ
る
応
永
二
十
七
年

を
除
き
、
l
度
も
上
洛
記
事
が
見
え
な
い
.
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
ご
と
-
、

太
良
庄
の
年
貢
算
用
状
の
礼
銭
記
事
が
史
料
と
し
て
万
全
で
な
い
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
守
護
代
・
小
守
護
代
の
動
き
は
か
な
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
へ
小
笠
原
氏
の
代
は
守
護
代
小
笠
原

氏
は
京
都
か
ら
動
か
ず
小
守
護
代
武
田
氏
が
若
狭
・
京
都
間
を
往
復
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
三
方
氏
の
代
に
は
守
護
代
三
方
氏
の
方
か
ら
若
狭
に
下
向
し
、
小
守

護
代
長
法
寺
氏
は
在
国
し
た
ま
ま
と
い
う
好
対
照
を
み
せ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
の

意
味
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
三
方
氏
が
な
ぜ
小

笠
原
氏
の
行
わ
な
か
っ
た
若
狭
下
向
を
積
極
的
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い

う
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
｡

別
稿
で
み
た
よ
う
に
、
三
方
氏
は
室
町
期
に
入
っ
て
か
ら
短
期
間
に
そ
の
政
治

的
地
位
を
急
速
に
高
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
'
若
狭
守
護
代
に
任
じ
ら
れ
た
当
初

は
、
ま
だ
の
ち
の
よ
う
な
一
色
家
中
最
高
の
地
位
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
し
、
若
狭
に
お
い
て
も
、
守
護
代
小
笠
原
氏
の
失
脚
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ぬ

政
治
的
混
乱
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
三
方
氏
の
権
力
基
盤
は
l
色
家
中
に
お

い
て
も
若
狭
に
お
い
て
も
ま
だ
磐
石
で
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
応

永
十
四
年
分
の
年
貢
算
用
状
が
伝
存
し
な
い
の
で
'
就
任
直
後
の
三
方
範
忠
の
動

静
は
わ
か
ら
な
い
が
、
翌
十
五
年
に
は
自
身
が
下
向
す
る
だ
け
で
な
-
、
小
守
護

代
長
法
寺
も
度
々
京
都
に
上
っ
て
い
る
か
ら
へ
在
地
と
の
連
絡
を
密
に
し
て
若
狭

室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

経
営
の
基
盤
を
早
急
に
固
め
る
べ
-
努
力
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
｡
そ
う

し
た
折
り
の
応
永
十
六
年
正
月
l
色
満
範
の
死
を
迎
え
、
つ
い
で
通
子
1
色
二
郎

(
持
範
)
・
五
郎
(
義
範
、
の
ち
の
義
貰
)
兄
弟
の
確
執
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の

中
で
三
方
範
忠
の
1
色
家
中
に
お
け
る
最
高
の
地
位
が
確
立
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
別
稿
で
推
測
し
た
が
、
こ
の
間
も
範
忠
は
、
あ
る
い
は
家
中
の
内
紛
に

伴
う
動
揺
に
対
処
す
る
意
味
も
あ
っ
て
か
、
ほ
ぼ
連
年
下
向
し
て
い
る
｡
こ
の
中

で
応
永
十
六
年
の
下
向
は
守
護
代
宿
所
の
移
転
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
こ
の
年
八
月
十
九
日
に
若
狭
に
下
着
し
た
範
忠
は
、
そ
の
ま
ま
在
国
し
て
国

1
r
-
)

中
の
諸
領
に
多
額
の
礼
銭
を
強
要
し
、
臨
時
の
公
事
夫
役
を
か
け
な
が
ら
、
十
一

Q

月
に
宿
所
を
開
発
保
塩
浜
の
若
王
子
前
へ
移
し
た
(
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
-
以

下
「
守
護
次
第
」
と
略
記
)
｡
翌
年
範
忠
が
行
っ
た
「
屋
形
見
」
(
第
1
表
)
は
、

こ
の
時
新
築
し
た
宿
所
の
完
成
・
披
露
の
儀
式
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
宿
所
移
転
の
直

接
的
契
機
は
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
幼
主
一
色
五
郎
の
家
督
相
続
で
家
中
が

動
揺
す
る
中
へ
就
任
間
も
な
い
範
忠
の
守
護
代
と
し
て
の
権
威
を
若
狭
国
内
外
に

顧
示
す
る
効
果
を
発
揮
し
た
に
違
い
な
-
、
範
忠
の
意
図
も
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
ほ
と
ん
ど
在
嘉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か

(S)

わ
ら
ず
、
敢
え
て
西
津
庄
に
あ
っ
た
守
護
所
と
は
別
に
守
護
代
宿
所
を
構
え
た
と

こ
ろ
に
、
わ
ず
か
十
歳
の
一
色
五
郎
を
戴
き
な
が
ら
若
狭
経
営
の
実
質
を
担
っ
て

い
こ
う
と
す
る
範
忠
の
積
極
的
な
意
欲
を
読
み
取
る
こ
と
に
は
、
さ
し
て
異
論
も

な
か
ろ
う
｡

以
上
、
三
方
範
忠
の
若
狭
下
向
の
背
景
を
、
一
色
家
中
に
お
け
る
政
治
不
安
、

お
よ
び
彼
の
若
狭
経
営
に
対
す
る
意
欲
な
ど
と
い
う
、
き
わ
め
て
観
念
的
、
抽
象

的
な
面
か
ら
し
か
説
明
で
き
ず
、
下
向
の
も
つ
具
体
的
目
的
、
意
義
は
何
ら
明
ら

か
に
し
得
て
い
な
い
｡
た
だ
、
小
守
護
代
武
田
氏
の
方
か
ら
京
都
に
上
っ
て
い
く

あ
り
方
に
比
べ
て
、
よ
り
直
裁
的
に
守
護
の
ー
と
い
う
よ
り
守
護
代
三
方
氏
の
-

権
威
が
在
地
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
想
定
で
き
る
し
(
こ
れ
と
て
漠
と
し
て
い
る
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が
)
、
た
と
え
ば
、
応
永
十
四
年
の
三
方
郡
耳
西
郷
早
瀬
浦
と
久
々
子
村
の
間
の

1
〓
ヽ

網
庭
相
論
が
「
守
護
代
之
下
知
状
」
に
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟

の
裁
決
を
、
下
国
し
た
範
忠
が
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
た
だ

し
右
の
裁
決
が
範
忠
の
在
国
中
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
)
0

範
忠
が
若
狭
経
営
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
徴
証
と
し
て
、
応
永
十
四
・

(
2
)

十
六
・
二
十
六
年
の
徳
銭
(
有
徳
銭
)
賦
課
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
、
太
良
庄

(
2
)

本
所
方
代
官
で
金
融
活
動
を
営
む
山
伏
朝
賢
が
五
十
貿
文
も
斌
課
さ
れ
た
よ
う
に
、

綿
密
な
調
査
に
基
づ
-
適
正
な
課
税
な
ど
で
は
あ
り
得
ず
、
き
わ
め
て
杜
撰
な
も

の
で
あ
っ
た
に
達
い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
商
業
・
流
通
に
着
目
し
、
国
内
の

富
裕
者
の
1
定
程
度
の
掌
握
を
前
提
と
し
た
新
た
な
守
護
役
を
創
設
し
た
こ
と
の

意
味
は
け
っ
し
て
小
さ
-
な
く
へ
そ
の
初
見
が
三
方
範
忠
の
守
護
代
就
任
直
後
の

応
永
十
四
年
で
あ
る
こ
と
へ
そ
の
次
に
見
え
る
の
が
、
幼
主
一
色
五
郎
の
家
督
相

続
で
若
狭
経
営
の
実
権
が
完
全
に
範
忠
の
手
中
に
入
っ
た
と
患
わ
れ
る
同
十
六
年

で
あ
る
こ
と
は
'
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
他
、
こ
の
期
の
範
忠
個
人
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
荘
園
所
職
獲
得
の

動
き
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
へ
応
永
十
六
年
八
月
、
国
富
庄
領
家
職
半
済
所
務
職
を

(
2
)

毎
年
二
十
七
草
文
で
請
負
っ
た
り
'
同
十
八
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
太

(
2
)

良
庄
本
所
方
代
官
職
を
執
柳
に
東
寺
に
要
求
し
て
い
る
｡
史
料
的
に
は
こ
れ
だ

け
し
か
確
認
さ
れ
な
い
が
、
範
忠
が
守
護
代
に
な
っ
て
か
ら
へ
そ
の
地
位
を
利
用

し
て
自
身
の
経
済
基
盤
の
拡
大
に
腐
心
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
し
得

る
｡こ

の
よ
う
に
し
て
、
守
護
代
就
任
後
の
三
方
範
忠
は
、
公
的
に
は
積
極
的
な
若

狭
経
営
を
志
向
L
へ
私
的
に
も
荘
園
所
職
を
獲
得
し
な
が
ら
、
そ
の
政
治
的
経
済

的
地
位
を
急
速
に
高
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
こ
の
1
期

は
、
三
方
氏
に
と
っ
て
い
わ
ば
基
盤
固
め
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

二
、
Ⅱ
期
(
応
永
二
十
1
年
～
正
長
元
年
)

三
方
範
忠
の
若
狭
支
配
を
考
え
る
上
で
、
応
永
二
十
1
年
を
l
つ
の
画
期
と
し

た
の
は
'
川
こ
の
年
の
二
月
、
範
忠
が
今
富
名
代
官
職
を
得
た
こ
と
、
㈲
こ
の
年
、

子
息
も
し
く
は
弟
の
三
方
若
狭
守
を
代
官
に
任
じ
た
こ
と
、
の
二
点
が
念
頭
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
意
義
か
ら
考
え
て
み
た
い
｡

今
富
名
は
、
周
知
の
如
く
国
街
税
所
領
と
し
て
鎌
倉
期
以
来
税
所
職
を
兼
ね
た

守
護
の
支
配
下
に
お
か
れ
、
南
北
朝
期
に
入
っ
て
か
ら
も
、
お
お
む
ね
歴
代
の
若

狭
守
護
が
同
名
を
領
有
し
た
が
'
貞
治
三
年
(
一
三
六
四
)
山
名
時
氏
が
同
名
領

主
に
な
っ
て
以
来
、
時
氏
の
死
後
も
そ
の
妻
公
家
御
前
が
継
承
し
て
、
結
局
山
名

氏
清
が
討
た
れ
る
明
徳
二
年
(
l
三
九
1
)
ま
で
山
名
氏
の
領
有
下
に
お
か
れ
た

(
2
)

(
「
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
」
-
以
下
「
今
富
次
第
」
と
略
記
)
｡
こ

の
間
、
若
狭
守
護
は
斯
波
高
経
1
一
色
範
光
1
同
詮
範
と
推
移
し
た
が
、
大
田
文

で
若
狭
全
三
郡
に
わ
た
る
五
十
五
町
余
の
田
積
を
も
ち
、
要
港
小
浜
を
そ
の
中
に

含
む
今
富
名
に
は
、
守
護
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
｡
同
名
が
税
所

と
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
以
上
、
守
護
に
と
っ
て
同
名
の
領
有
は
単
に
経
済
的
面

に
と
ど
ま
ら
ず
'
国
衝
税
所
の
掌
握
の
問
題
で
も
あ
っ
た
｡
そ
の
意
味
で
、
明
徳

の
乱
の
戦
功
で
一
色
詮
範
が
同
名
を
給
せ
ら
れ
た
政
治
的
経
済
的
意
義
は
は
な
は

だ
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
今
富
名
代
官
職
は
、
明
徳
二
年
以
後
守

護
代
小
笠
原
長
房
、
つ
い
で
同
長
春
が
在
職
し
た
が
、
応
永
六
年
(
一
三
九
九
)

「
里
方
散
田
井
寺
社
人
給
」
の
逃
散
闘
争
で
改
替
さ
れ
、
代
わ
っ
て
石
河
長
点
が

(S)

任
じ
ら
れ
た
(
今
富
次
第
)
｡
石
河
氏
は
丹
後
の
国
人
と
思
わ
れ
、
長
貞
は
応
永

十
八
年
に
は
一
色
家
の
在
京
奉
行
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
重
臣
で

(
2
)

あ
る
｡
山
名
民
時
代
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
守
護
代
が
兼
任
し
て
い
た
今
富
名

代
官
職
が
か
か
る
石
河
氏
の
手
中
に
帰
す
る
こ
と
は
、
守
護
代
小
笠
原
氏
の
若
狭

支
配
に
と
っ
て
当
然
桂
椎
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
事
情
は
三
方
氏
の
代
に
な
っ
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て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
、
応
永
十
八
年
、
今
富
名
内
竹
原

天
満
宮
供
僧
職
(
田
地
二
反
)
が
羽
賀
寺
に
返
付
さ
れ
た
際
へ
そ
の
旨
を
同
寺
に

下
達
す
る
遵
行
状
は
石
河
長
貞
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
、
守
護
代
三
方
範
忠
は
、
天

満
宮
へ
の
寄
進
地
武
威
又
三
郎
名
内
7
町
に
つ
い
て
の
み
遵
行
状
を
下
し
、
小
守

(
3
)

護
代
長
法
寺
納
が
打
渡
を
行
っ
て
い
て
、
守
護
代
三
方
氏
の
遵
行
権
が
今
富
名
内

に
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
応
永
二
十
年
正
月
、

今
富
名
代
官
職
は
石
河
長
貞
の
あ
と
子
の
長
柘
が
継
ぎ
、
世
襲
制
が
確
立
す
る
か

に
見
え
た
が
へ
そ
の
わ
ず
か
一
年
後
に
改
替
さ
れ
て
三
方
範
忠
が
補
任
さ
れ
た

(
今
富
次
第
)
｡
そ
の
事
情
に
つ
い
て
「
今
富
次
第
」
は
何
ら
語
ら
な
い
が
、
別

稿
で
推
測
し
た
よ
う
に
、
丹
後
出
身
の
重
臣
を
凌
駕
す
る
こ
と
を
通
し
て
三
方
氏

の
一
色
家
中
に
お
け
る
地
位
が
上
昇
し
た
こ
と
の
反
映
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
｡

範
忠
が
今
富
名
代
官
職
に
な
る
と
同
時
に
又
代
官
に
な
っ
た
小
守
護
代
長
法
寺
納

は
'
応
永
二
十
八
年
「
小
浜
問
丸
共
依
訴
訟
」
っ
て
改
替
さ
れ
た
あ
と
、
範
忠
の

弟
修
理
亮
が
任
じ
ら
れ
る
が
、
彼
も
同
年
十
一
月
替
え
ら
れ
、
以
後
し
ば
ら
-
又

代
官
は
空
白
と
な
り
へ
同
三
十
年
十
二
月
「
税
所
今
昔
御
代
官
三
方
殿
よ
り
加
計
」

え
'
公
文
の
伊
崎
中
務
丞
が
就
任
す
る
(
今
富
次
第
)
｡
以
上
の
経
緯
は
'
結
果

的
に
み
れ
ば
、
今
富
名
代
官
職
を
得
た
三
方
範
忠
が
、
長
法
寺
を
排
除
し
っ
つ
自

己
の
影
響
力
を
強
め
、
又
代
官
職
の
補
任
権
を
事
実
上
掌
起
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
｡
今
富
名
の
も
つ
政
治
的
経
済
的
重
要
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
範
忠
が
い
わ
ば

ラ
イ
バ
ル
に
あ
た
る
石
河
氏
か
ら
同
名
代
官
職
を
奪
取
し
て
事
実
上
の
支
配
権
を

掌
握
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
れ
に

よ
っ
て
、
三
方
氏
の
若
狭
支
配
の
基
盤
が
最
終
的
に
整
っ
た
と
評
価
し
て
も
よ
か

ろ
う
｡応

永
二
十
一
年
分
の
太
良
庄
年
貢
算
用
状
(
百
合
リ
ー
九
九
へ
バ
ー
一
二
九
)

お
よ
び
守
護
役
注
進
状
(
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
〇
一
一
号
へ
百
合
ツ
ー
一
〇

九
)
に
「
新
守
護
代
礼
」
と
見
え
へ
あ
た
か
も
こ
の
年
守
護
代
の
交
替
が
あ
っ
た

室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
永
享
七
年
(
一
四
三
五
)
ま
で
は
一
貫
し
て

(
8
)

三
方
範
忠
が
守
護
代
に
在
職
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
別
稿
の
結
論
と
矛
盾
す

(a)

る
｡
在
地
で
は
小
守
護
代
の
こ
と
を
守
護
代
と
呼
ぶ
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
か
ら
、

小
守
護
代
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
な
-
は
な
い
が
、
三
方
範
忠
の
守
護
代
就
任

と
同
時
に
小
守
護
代
に
な
っ
た
長
法
寺
納
(
守
護
次
第
)
が
応
永
末
年
ま
で
在
職

し
た
こ
と
は
、
後
掲
第
2
表
な
ど
に
照
ら
し
て
も
否
定
し
難
い
｡
し
か
ら
ば
、
守

護
代
で
も
小
守
護
代
で
も
な
い
「
新
守
護
代
」
と
は
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
は
そ
れ
は
、
こ
の
あ
と
太
良
庄
年
貢
算
用
状
に
「
守
護
代
若

狭
方
」
と
見
え
る
三
方
若
狭
守
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
｡
三
方
若
狭
守
と
い
う

と
'
範
忠
の
あ
と
守
護
代
を
継
い
だ
弟
の
忠
治
(
別
稿
)
が
想
起
さ
れ
る
が
、
も

(
2
)

う
一
人
候
補
者
が
い
る
｡
そ
れ
は
'
応
永
二
十
六
年
の
若
狭
一
二
宮
造
営
棟
札
に

Ⅴ
砺
爪

「
山
城
守
沙
弥
常
折
転
耐
若
狭
守
範
次
日
」
と
見
え
、
『
若
狭
守
護
代
記
』
に
も

「
永
享
元
年
酉
、
今
年
守
護
代
三
男
若
狭
守
範
次
富
国
大
飯
郡
大
島
ノ
八
幡
宮
井

長
楽
寺
ヲ
造
営
シ
'
寺
領
山
林
ヲ
寄
附
ス
」
と
あ
る
、
範
次
で
あ
る
｡
後
者
の
史

料
的
信
頼
性
が
必
ず
し
も
十
全
で
は
な
い
が
'
前
者
と
合
わ
せ
れ
ば
あ
な
が
ち
虚

構
と
も
い
え
ま
い
｡
と
す
れ
ば
'
「
守
護
代
若
狭
方
」
は
後
掲
第
2
表
に
あ
る
よ

う
に
応
永
二
十
七
年
～
三
十
三
年
の
間
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
若
狭
守
と
し
て

(
3
)

の
徴
証
が
永
享
四
年
以
降
の
忠
治
よ
り
も
、
応
永
二
十
六
年
～
永
享
元
年
の
範
次

の
方
が
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
棟
札
の
「
三
方
奉
行
」
と
い
う
表

記
も
彼
の
地
位
を
正
し
-
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
た
だ
し
、
断
定
も

で
き
な
い
の
で
、
以
下
で
は
慎
重
を
期
し
て
「
若
狭
方
」
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
と

す
る
)
｡
応
永
二
十
一
年
の
「
新
守
護
代
」
と
は
'
範
忠
が
自
分
の
代
官
(
「
奉

行
」
)
と
し
て
「
若
狭
方
」
を
任
じ
て
下
向
さ
せ
た
の
を
、
在
地
で
か
-
認
識
し

た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
、
範
忠
が
「
若
狭
方
」
を
代
官
に
任
じ
た
契
機
や
目
的
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
｡
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
は
、
範
忠
は
そ
れ
ま
で
は
ぼ
連
年
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若
狭
に
下
向
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
が
で
き
な
-
な
っ
た

た
め
に
近
親
を
代
官
に
し
た
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
し
か
し
、
応
永
二
十
1
年

叫
朋
E

は
範
忠
と
共
に
若
狭
に
下
向
し
た
あ
と
、
ま
た
上
洛
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
年
の
下
向
は
在
国
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
就
任
の
披
露
と

も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
後
前
掲
第
1
表
に
み
る
限
り
、
応
永
二
十
二

年
か
ら
二
十
五
年
ま
で
範
忠
も
「
若
狭
方
」
も
若
狭
に
下
向
し
た
形
跡
が
な
い
｡

こ
の
間
三
方
範
忠
は
所
司
代
、
山
城
守
護
代
と
な
っ
て
(
別
稿
)
、
京
都
で
の
政

務
に
忙
殺
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
若
狭
方
」
の
若
狭
下
向
の
条
件
は
十
分
整
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
に
'
そ
れ
が
み
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
応
永
二
十
六
年
に
は
範

(
8
)

忠
白
身
が
下
向
し
た
ら
し
い
と
す
れ
ば
'
「
若
狭
方
」
を
代
官
に
任
じ
た
当
初
の

目
的
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
、
そ
の
翌
二
十
七
年

に
は
「
若
狭
方
」
が
下
向
し
、
そ
の
ま
ま
在
国
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
第
2
表

は
太
良
庄
年
貢
算
用
状
に
見
え
る
守
護
勢
力
へ
の
礼
銭
記
事
を
三
方
氏
の
守
護
代

時
代
に
限
っ
て
ま
と
め
た
も
の
の
う
ち
へ
正
長
元
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ

に
よ
る
と
'
太
良
圧
は
応
永
二
十
七
年
下
向
し
た
「
若
狭
方
」
に
三
貫
文
も
の
礼

銭
を
出
し
、
そ
の
翌
年
か
ら
同
三
十
三
年
ま
で
「
守
護
代
若
狭
方
」
へ
の
恒
常
的

な
礼
銭
を
計
上
し
て
い
る
(
三
十
四
年
と
正
長
元
年
の
「
守
護
代
方
礼
」
も
同
じ

で
あ
ろ
う
)
｡
応
永
三
十
一
年
に
は
「
守
護
代
若
狭
方
上
洛
時
」
の
礼
銭
が
見
え

る
か
ら
へ
「
若
狭
方
」
は
在
国
を
常
態
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
か
-
し
て
、

そ
れ
が
当
初
か
ら
の
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
応
永
二
十

年
代
後
半
に
お
け
る
「
若
狭
方
」
は
、
在
京
す
る
三
方
範
忠
に
か
わ
っ
て
在
国
L
へ

若
狭
経
営
に
当
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
、

範
忠
自
身
も
時
々
若
狭
に
下
向
し
て
い
て
(
応
永
二
十
九
・
三
十
二
二
十
二
・
三

十
三
年
)
、
こ
の
時
期
の
三
方
氏
の
若
狭
に
対
す
る
か
か
わ
り
は
I
期
と
比
べ
て

よ
り
濃
密
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
時
期
の
若
狭
に
お
け
る
三
方
氏
の
権
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
が
一
、
二

あ
る
0
応
永
二
十
年
へ
太
良
庄
本
所
万
代
官
職
を
追
わ
れ
た
朝
里
は
、
「
御
代
官

を
め
さ
れ
候
て
二
年
目
の
十
月
ニ
、
三
方
殿
の
御
判
と
-
せ
い
物
の
折
紙
を
と
り

(S)

候
て
'
東
寺
之
御
年
貢
お
お
さ
ゑ
」
た
と
い
う
｡
右
の
「
と
-
せ
い
」
は
へ
こ
の

文
書
が
正
長
元
年
十
二
月
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
-
る
用
語
で
あ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
徳
政
で
は
な
-
、
単
な
る
還
補
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
応
永
二
十
二

年
、
朝
賢
が
太
良
庄
代
官
職
遺
構
を
は
か
る
の
に
「
三
方
殿
の
御
判
」
を
必
要
と

考
え
た
と
こ
ろ
に
、
三
方
氏
が
若
狭
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
｡
翌
二
十
三
年
七
月
二
十
八
日
、
一
二
方
範
忠
の
「
御
恩
」
と
し
て
西
津
庄
代

官
職
が
布
施
大
炊
助
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
(
守
護
次
第
)
｡
ま
た
へ
開
発
保
が

開
発
左
衛
門
に
「
給
分
」
と
し
て
宛
行
わ
れ
て
い
る
の
も
同
日
付
で
あ
る
か
ら

(
同
)
、
こ
れ
も
実
質
的
に
は
範
忠
に
よ
る
宛
行
の
可
能
性
が
小
さ
く
な
い
(
守
護

代
宿
所
が
あ
っ
た
の
は
開
発
保
で
あ
る
)
｡
範
忠
が
先
に
み
た
今
盲
名
の
他
に
守

護
所
所
在
地
の
西
津
圧
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
開
発
保
と
い
う
、
い
ず
れ
も
守
護
領

(
2
)

に
属
す
る
若
狭
の
中
枢
部
の
事
実
上
の
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
へ
お
よ
び

代
官
職
の
宛
行
を
通
し
て
自
己
の
主
従
制
的
関
係
を
拡
大
強
化
し
て
い
っ
た
状
況

(S)

を
う
か
が
わ
せ
る
例
と
い
え
よ
う
｡

以
上
述
べ
て
き
た
Ⅱ
期
と
次
の
Ⅱ
期
を
画
す
る
の
は
、
小
守
護
代
の
長
法
寺
納

か
ら
松
山
三
郎
左
衛
門
へ
の
交
替
で
あ
る
｡
Ⅱ
期
と
Ⅱ
期
を
比
較
す
る
た
め
、
こ

こ
で
長
法
寺
に
注
目
し
て
お
き
た
い
｡
長
法
寺
氏
は
、
前
代
の
武
田
氏
同
様
、
一

(S)

色
氏
が
守
護
に
な
る
以
前
か
ら
若
狭
で
活
動
が
認
め
ら
れ
る
国
人
で
あ
っ
て
、
少

な
-
と
も
7
色
氏
の
根
本
被
官
で
は
な
い
｡
ま
た
、
三
方
範
忠
と
の
間
に
被
官
関

係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
小
守
護
代
に
な
っ
て
か
ら
の
長
法
寺
は
、

し
ば
し
ば
下
向
す
る
と
は
い
え
在
京
を
原
則
と
す
る
守
護
代
三
方
氏
の
留
守
を
預

か
っ
て
若
狭
経
営
の
実
質
を
担
い
'
応
永
二
十
一
年
か
ら
は
今
富
名
又
代
官
と
し

て
同
名
の
支
配
に
も
当
っ
た
(
今
富
次
第
)
｡
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
年
範
忠

は
「
若
狭
方
」
を
「
新
守
護
代
」
と
す
る
が
'
以
後
数
年
間
は
範
忠
・
「
若
狭

24



第2表太良庄年貢算用状にみえる守護勢力への礼銭(応永15年～正長元年)

i 年 度
守護 方細

々使 雑事

上 洛 . 下 向 時 礼 銭
守 護 代

若 狭 方
良 法寺 方

長法 寺

年始 礼

勢 聞 方

兼 田 方
そ の 他 の 礼 銭 出 典

三 方 氏 そ の 他

応 永 15

" IB

5 . 16

5 16

▲ 1 - 3 32

△ 1 - 6 00

※ A ▲ 1 - 0

※ B 1 - 500

ー 0

※ B 2 - 0

S B 2 ー 0

※ C 1 一 500

I 一 o

I - 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

※ A 0 - 500

- 0
I 一 o

同時 (′ト守 護代 上 洛下 向之 時 ) 中間 ▲ 0 一口 6 5 戟 - 9 29

蝣・ 17

" 18

5 . 6

5 . 6 ▲ 2 - 50 0

三方殿 屋形 見之 一 献 ▲ 1 - 500 長社寺 励 コ ] 之 時 ▲ 0 - 53 2
* - 117

オー 118

教 一 9 96
,. 19 5 16 守護方 一献 △ 1 - 9 32 オ - 122 ・123
- 20 5 .16

3 - 0

I - 500

鞘 A 3 - 0

鞘 B 1 - 0

守護方 細 々公事 一 献料 4 - 500 戟 - 9 97 ・10 12

w 蝣>]

〃 22

23

″ 24

25

5 16

5 .16

5 .16

5 .16

5 16

郡使 0 ー 300 歳 末礼 1 - 0

三 方親 父他 界訪 之時 良法 寺 1 - 50 0

リー 9 9 ,ハ - 129

ツ - 109 . 教 ー 10 1 1

ハ ー 131 ・132

ハ - 136 ・137

ハー 138 ・139

" 26

" 27

・蝣 28

.. 2 9

〝 3 0

- 3 1

5 . 6

5. 16

5. 16

5 .16

5 .16

5 . 6

I 一 o

1 - 0

1 - 500

1 500

- 0

1 - 0

1 - 0

1 - 0

I - 0

1 - 0

I 一 o

: B 0 - 500

東 方礼 0 - 500

守 護代 若狭方 礼 但 殿原 中 0 - 500 三方 々礼 時 中間 0 ー 3 00

リ- 105 ーハ - 14 0

7 - 8 8 , ツ - n o

7 - 9 0 . 東 に 130

バー 141

リー 106 ・107

ハ - 142

リー 108 , 東 に 138

ハ - 143

バ ー 145 ・146

ハ - 149 ・150" 32 5 .16 鞘 c i - o I 一 o 1 - 0 ・B 0 - 500 バ ー 151 . リー 113
′′ 33 5 .16 I鞘 D 1 - 0 1 - 0 1 - 0 守 護代 礼之 時殿 原 中 0 - 500 三方 中間 0 ー 3 00 ハ - 152 ・153
" 34 5 . 6 ] - 0 I 一 o 守 護代 礼時 両奉 行方 0 ⊥ 500 守護 代陣 立礼 l I 0 バ ー 154 , 7 ー 9 1

正 長 元 5. 16 ※ D 1 - 0 1 - 0

守 護代障 立時 礼殿 原 0 - 50 0 守 護 代中 間 0 - 30 0

守護 万札 (奉 行 又は 殿原 力 ) 0 - 50 0 守 護 代内 0 - 50 0 リー 115 - 116

荏(1)単位は「守護方細々使雑事」 (石)を除き、すべて貿一文｡ △は地頭方、 ▲は領家方で、全体の一部である可能性がある場合(地頭方は3分の1、領家方は3分の2が原則) o
無印はいずれか一方のみでもそれが庄全体である場合、もしくは地頭方・領家方の合計｡

(2)守護方細々便雑事:必ずしも全年度にわたって地頭方・領家方の両算用状がそろっているわけではないが、前者が2石、後者が3.16石と滴定しているので、すべて5.16石とした｡

(3)上洛・下向時礼銭三方氏: ※Aは「守護代若狭方下向時長法寺山」 、ヰBは「守護代若狭方上洛礼」 、 ※Cは「三方々礼但依在国」 、 ♯Dは「三方々礼」 0

(4) 〝その他: ※Aは「小守護代上洛下向之時度々」 、 ※Bは「同時(宝積寺供養時)長法寺上之時礼」 o

(5)守護代若狭方:弾Aは「新守護代礼」 、菜Bのうち1貫文は「守護代万札」 (地頭方) 、 ※Cのうち500文は「守護方礼」 (同) 、 ※Dは「守護代方礼」 ｡

(6)努聞方兼田方: ※Aは「西津勢間」 、 ※Bは「長法寺礼時勢馬兼田両人中」 0

(7)出典の欄は、第1表に同じ｡

榊旨買Q柵ポ韓,鮒だIl lft田Q粛正



方
」
の
下
向
は
な
-
、
長
法
寺
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
以
前
よ
り
も
主

体
的
な
-
も
ち
ろ
ん
相
対
的
な
意
味
で
-
若
狭
経
営
を
展
開
で
き
た
か
も
知

れ
な
い
｡
前
掲
第
2
表
に
よ
る
と
、
応
永
二
十
一
年
以
降
の
長
法
寺
に
対
す
る
礼

銭
は
、
「
長
方
寺
方
礼
」
と
は
別
に
「
長
法
寺
年
始
礼
」
ま
で
見
ら
れ
へ
こ
の
時

期
の
太
良
庄
の
人
々
が
認
識
し
て
い
た
長
法
寺
の
権
威
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い

る
｡と

こ
ろ
で
、
「
長
法
寺
年
始
礼
」
の
あ
る
応
永
二
十
l
・
二
十
三
～
二
十
六
年

と
、
「
長
法
寺
礼
時
勢
馬
兼
田
両
人
中
」
と
記
さ
れ
る
三
十
一
・
三
十
二
年
に
、

勢
問
・
兼
田
へ
の
礼
銭
が
見
ら
れ
る
(
二
十
一
年
は
勢
間
の
み
)
｡
こ
の
こ
と
は
'

両
人
が
長
法
寺
と
き
わ
め
て
深
い
関
係
を
も
っ
た
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
彼
ら
が
応
永
三
十
四
年
に
見
え
る
「
両
奉
行
方
」
に
当
る

CS)

か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
へ
「
西
津
勢
問
」
(
二
十
一
年
)
と
さ
れ
る
よ

う
に
、
西
津
庄
の
守
護
所
に
い
た
吏
僚
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
長
法
寺

権
力
の
伸
長
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
｡

さ
て
、
「
長
法
寺
年
始
礼
」
は
応
永
二
十
七
年
以
後
見
え
な
-
な
る
が
'
実
は

こ
の
年
「
若
狭
方
」
が
下
向
L
へ
そ
の
ま
ま
在
国
し
て
い
る
｡
か
-
し
て
長
法
寺

へ
の
年
始
礼
に
代
わ
っ
て
「
若
狭
方
」
へ
の
恒
常
的
礼
銭
が
登
場
す
る
の
は
、
若

狭
に
お
け
る
守
護
の
権
威
の
体
現
者
が
長
法
寺
か
ら
「
若
狭
方
」
へ
転
移
し
た
こ

と
を
明
瞭
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
若
狭
方
」
の
若
狭
下
向
が
長
法
寺
の
権

威
の
相
対
的
低
下
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
こ
の
こ
と
と
、
応

永
二
十
八
年
、
長
法
寺
が
小
浜
問
丸
の
訴
訟
で
今
富
名
又
代
官
職
を
改
替
さ
れ
た

こ
と
と
は
、
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
｡
し
か
し
、
長
法
寺
に
対
す
る
礼
銭
は
'
正

長
元
年
に
至
る
ま
で
「
若
狭
方
」
へ
の
そ
れ
と
同
額
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
も
ま

た
無
視
で
き
な
い
｡
し
た
が
っ
て
、
「
若
狭
方
」
が
下
向
し
て
以
後
の
若
狭
で
は
、

守
護
代
三
方
範
忠
の
い
わ
ば
私
的
代
官
と
し
て
の
「
若
狭
方
」
が
1
応
最
高
の
権

威
を
得
た
と
は
い
え
、
小
守
護
代
長
法
寺
の
そ
れ
と
は
ま
だ
括
抗
し
て
い
た
と
い

う
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
｡
敢
え
て
憶
測
を
加
え
れ
ば
へ
こ
の
「
若
狭
方
」
と
長
法

寺
と
の
緊
張
関
係
が
、
小
守
護
代
交
替
の
背
景
の
一
端
を
占
め
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
な
お
、
正
長
元
年
の
土
一
按
が
若
狭
に
も
及
び
、
太
良
圧
で
も
同
年
か
ら

(Si

翌
年
に
か
け
て
「
地
下
の
さ
-
ら
ん
中
々
無
是
非
候
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
た
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
松
山
が
下
向
し
た
の
は
、
あ
た
か
も
こ
の
時
期
に
当
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
守
護
代
の
交
替
の
直
接
的
契
機
が
、
か
か
る
「
地
下
の

さ
-
ら
ん
」
に
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡

三
、
Ⅱ
期
(
永
享
元
年
～
同
十
二
年
)

正
長
二
年
(
一
四
二
九
)
の
も
の
と
思
わ
れ
る
、
二
月
二
十
二
日
太
良
庄
本
所

半
済
地
頭
領
家
方
百
姓
等
申
状
(
百
合
し
ー
二
〇
〇
)
に
「
小
守
護
代
今
月
十
一

日
へ
松
山
と
申
仁
下
て
候
」
と
あ
り
へ
こ
の
年
小
守
護
代
が
長
法
寺
か
ら
松
山
に

交
替
し
た
こ
と
、
新
小
守
護
代
松
山
は
京
都
か
ら
下
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ

る
｡
こ
の
交
替
は
、
前
掲
第
2
表
と
そ
れ
に
続
く
第
3
表
と
に
よ
っ
て
も
確
か
め

Ⅴ
什
E

ら
れ
る
｡
こ
の
松
山
氏
(
永
享
九
年
十
月
二
十
三
日
三
方
忠
治
遵
行
状
案
に
よ
れ

ば
三
郎
左
衛
門
)
に
よ
る
支
配
期
を
Ⅲ
期
と
し
て
、
以
下
そ
の
特
徴
を
み
て
お
き

た
い
｡ま

ず
、
前
掲
第
1
表
を
み
る
と
、
長
法
寺
時
代
に
頻
繁
に
み
ら
れ
た
三
方
範
忠
・

「
若
狭
方
」
の
若
狭
下
向
は
ほ
と
ん
ど
な
-
な
る
｡
ま
た
、
第
3
表
に
よ
れ
ば

「
若
狭
方
」
の
在
国
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
範
忠
の
若
狭
に
対
す
る
か

か
わ
り
は
、
前
に
比
べ
て
後
退
し
た
か
の
よ
う
な
感
さ
え
あ
る
｡
し
か
し
、
こ
の

範
忠
の
態
度
の
変
化
は
、
小
守
護
代
長
法
寺
・
松
山
と
範
忠
と
の
関
係
の
差
異
、

換
言
す
れ
ば
長
法
寺
と
松
山
の
性
格
の
違
い
に
起
因
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
松

山
氏
の
出
自
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
と
い
う
べ
き
も
の
は
な
い
が
へ

唯
1
次
の
文
書
(
百
合
ニ
I
四
四
-
1
)
が
管
見
に
ふ
れ
て
い
る
o

東
寺
八
幡
宮
領
下
久
世
庄
内
八
幡
田
参
段
事
、
任
先
例
可
有
沙
汰
状
如
件
へ
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応
永
十
一

九
月
廿
九
日

松
山
三
郎
左
衛
門
尉
殿

こ
れ
は
、
山
城
下
久
世
庄
内
八
幡
田
に
対
す
る
守
護

守
直
(
花
押
)

(
高
師
英
)
家
人
飯
田
某

の
遵
乱
を
守
護
が
停
止
し
た
際
の
、
守
護
代
佐
治
守
直
書
下
で
あ
る
が
、
守
護
奉

'Xj

行
片
山
正
覚
1
守
護
代
佐
治
守
直
1
吉
田
備
前
と
い
う
一
連
の
通
行
命
令
と
は
別

室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

に
下
さ
れ
て
い
る
｡
今
谷
明
氏
は
宛
人
の
松
山
を
乙
訓
郡
代
と
み
な
さ
れ
て
い
る

(班)が
、
『
大
日
本
史
料
』
(
第
七
編
之
六
、
七
九
〇
頁
)
の
「
松
山
三
郎
左
衛
門
尉
ヲ

荘
官
ト
為
ス
」
と
い
う
頭
注
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
八
幡
田
の
給
人
と
解
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
し
た
松
山
の
地
位
如
何
は
別
と
し
て
、
彼
は
若
狭
の
小
守

護
代
と
な
る
松
山
三
郎
左
衛
門
と
通
称
が
1
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
l
人
か
父

子
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
.
山
城
は
応
永
二
十
五
年
か
ら
三
年
間
1
色
氏
の
分
国

に
な
っ
て
い
る
し
、
一
色
氏
や
三
方
氏
は
在
京
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
松
山



が
た
と
え
他
に
本
貴
地
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
京
都
近
郊
に
何
ら
か
の
地
歩
を
築

い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
7
色
氏
・
三
方
氏
と
の
接
触
は
十
分
あ
り
得
る
.
松
山
が

一
色
氏
直
臣
で
あ
っ
た
の
か
三
方
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
か
は
さ
て
お
き
、
彼
が
若

狭
に
在
地
性
を
も
た
な
か
っ
た
ら
し
い
と
す
れ
ば
(
少
な
-
と
も
小
守
護
代
就
任

時
に
は
京
都
か
ら
下
っ
て
い
る
)
、
そ
れ
ま
で
の
良
法
寺
と
比
べ
て
、
い
わ
ば
吏

僚
的
性
格
、
換
言
す
れ
ば
三
方
氏
の
分
身
的
性
格
を
よ
り
強
-
も
っ
て
い
た
と
い

え
よ
う
｡
そ
れ
故
に
こ
そ
へ
こ
の
Ⅲ
期
に
は
三
方
氏
が
長
法
寺
時
代
の
よ
う
に
下

向
を
-
り
返
し
た
り
、
代
官
を
在
国
さ
せ
た
り
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

さ
て
、
Ⅱ
期
の
礼
銭
を
第
3
表
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
｡
Ⅱ
期
の
「
守
護
代
若

狭
方
礼
」
は
「
守
護
代
明
春
礼
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
が
'
「
長
法
寺
方
礼
」

に
代
わ
る
べ
き
「
松
山
方
礼
」
は
た
だ
ち
に
は
登
場
し
て
い
な
い
｡
す
な
わ
ち
、

入
部
当
初
の
松
山
は
、
守
護
代
三
方
氏
へ
の
礼
銭
を
三
方
氏
に
代
わ
っ
て
受
け
た

り
へ
そ
の
つ
い
で
に
自
分
の
分
を
受
け
取
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
(
「
守
護
方
明
春

礼
松
山
方
」
「
同
時
松
山
方
」
な
ど
)
、
松
山
氏
単
独
の
礼
銭
は
見
ら
れ
な
い
｡

こ
れ
は
、
彼
が
在
地
の
人
々
か
ら
ま
だ
あ
-
ま
で
も
三
方
氏
の
代
官
と
し
て
し
か

み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
、
永
享
七

年
(
一
四
三
五
)
に
は
「
守
護
方
明
春
礼
」
と
は
別
に
「
松
山
方
礼
」
が
あ
ら
わ

れ
、
同
十
一
・
十
二
年
に
は
「
守
護
代
松
山
方
礼
」
と
さ
え
記
さ
れ
る
に
至
る

(
五
年
の
「
守
護
代
方
礼
」
が
松
山
を
指
す
か
ど
う
か
は
不
明
)
｡
こ
れ
は
、
松

山
が
在
地
で
は
守
護
代
と
呼
ば
れ
、
か
つ
て
の
「
若
狭
方
」
や
長
法
寺
と
変
わ
ら

ぬ
権
威
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
の
反
映
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
ま
た
、
こ
の
時
期
の

在
国
奉
行
包
枝
・
中
村
両
人
に
対
す
る
礼
銭
は
、
初
め
「
守
護
万
明
春
礼
」
の
時

や
三
方
氏
の
下
向
時
(
元
年
)
に
出
さ
れ
て
い
た
の
が
、
永
享
十
一
・
十
二
年
に

は
松
山
に
対
す
る
礼
銭
と
同
じ
時
に
も
支
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
、
松
山

と
両
奉
行
が
一
体
的
関
係
に
あ
っ
た
-
少
な
-
と
も
太
良
庄
の
側
で
は
そ
う
認

識
し
て
い
た
-
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

永
享
九
年
十
月
、
官
務
家
領
国
富
圧
の
半
済
が
停
止
さ
れ
'
義
教
御
判
御
教
書
、

守
護
1
色
義
某
遵
行
状
、
守
護
代
三
方
若
狭
守
遵
行
状
(
松
山
宛
)
が
次
々
と
下

)賠E

さ
れ
た
が
、
松
山
は
こ
れ
を
無
視
し
て
同
庄
に
「
年
貢
使
」
を
入
れ
、
詫
言
を
申

し
入
れ
る
百
姓
に
対
し
て
「
錐
被
御
判
下
、
口
中
ま
し
く
候
」
と
言
い
放
ち
、
本

所
の
使
が
入
部
し
て
一
円
直
務
を
主
張
し
て
も
ま
っ
た
-
承
引
せ
ず
、
結
局
「
女

童
部
」
を
人
質
に
取
り
な
が
ら
「
年
貢
反
銭
之
詩
文
」
を
出
さ
せ
て
翌
年
正
月
十

九
日
ま
で
年
貢
な
ど
を
催
促
し
、
翌
二
十
日
に
は
「
地
下
家
内
」
を
検
封
し
て
資

(K)

財
を
悉
-
奪
い
取
っ
た
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
松
山
は
百
姓
ら
に
「
錐
披
御

判
下
へ
□
申
ま
し
-
候
」
と
語
り
へ
幕
府
か
ら
守
護
へ
守
護
代
を
経
て
自
分
に
ま

で
下
さ
れ
て
い
る
遵
行
命
令
を
公
然
と
無
視
し
て
、
暴
力
に
よ
っ
て
年
貢
・
段
銭

を
車
奪
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
0
松
山
の
か
か
る
行
為
か
ら
、
彼
が
幕
府
-
守
護

体
制
の
枠
を
踏
み
越
え
て
自
立
的
な
地
域
権
力
を
志
向
し
て
い
た
な
ど
と
み
な
す

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
ず
、
彼
を
支
え
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
小
守
護
代
と
い

う
、
守
護
行
政
機
構
に
お
け
る
公
職
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
守
護
の
権
威
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
た
だ
、
そ
の
守
護
の
権
威
の
百
姓
ら
国
内
諸
階
層
に

と
っ
て
も
つ
重
み
が
、
右
述
の
如
き
松
山
の
行
為
に
よ
っ
て
つ
き
崩
さ
れ
て
い
-

と
い
う
皮
肉
な
事
態
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
｡
も
は
や
ほ

と
ん
ど
若
狭
に
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
守
護
代
三
方
氏
が
若
狭
の
諸
階
層
に
と
っ

て
次
第
に
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い
く
一
方
で
、
松
山
は
、
直
接
在
地
の
人
々
と
向

き
合
う
、
守
護
権
力
の
い
わ
ば
象
徴
と
し
て
次
第
に
重
み
を
増
し
て
い
き
、
「
守

(お)

護
代
」
と
ま
で
呼
ば
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
三
方
氏
は
'
在
地

か
ら
完
全
に
遊
離
し
た
と
い
う
点
で
、
守
護
一
色
氏
と
同
質
化
し
て
し
ま
っ
た
と

い
え
よ
う
｡
松
山
が
三
方
氏
の
忠
実
な
代
官
で
あ
る
間
は
'
か
か
る
状
況
下
で
も

さ
し
た
る
支
障
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
い
つ
ま
で
も
没
個
性
的
な
三

方
氏
の
分
身
で
あ
り
続
け
る
保
障
は
な
く
へ
あ
た
か
も
、
三
方
氏
が
一
色
氏
の
も

と
で
政
治
的
経
済
的
実
力
を
蓄
え
、
今
富
名
(
小
浜
)
、
西
津
庄
と
い
っ
た
若
狭
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の
中
枢
部
分
の
実
質
的
支
配
権
を
掌
超
し
て
し
ま
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
事
態
が
、

三
方
氏
の
も
と
で
進
ま
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
先
に
み
た
国
富
庄
に
お

け
る
松
山
の
違
乱
ぶ
り
は
、
そ
の
兆
候
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
ま
だ
大
き
な
潮

流
と
は
な
り
得
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
し
か
し
、
守
護
へ
守
護
代
の
在

京
を
前
提
と
し
た
分
国
支
配
体
制
-
本
来
的
室
町
幕
府
体
制
-
の
矛
盾
、
限
界

は
よ
う
や
-
そ
の
輪
郭
を
見
せ
始
め
た
と
い
え
よ
う
｡

S

m

a

画

小
稿
は
、
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向
を
追
跡
し
て
、
室
町
期
守
護
代
の
実
態

の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
ほ
と
ん
ど
実
質
的

内
容
の
伴
わ
な
い
、
「
動
向
」
の
字
義
通
り
の
素
描
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
｡
わ

ず
か
に
明
ら
か
に
し
得
た
事
実
と
し
て
は
、
川
範
忠
は
若
狭
経
営
に
あ
た
っ
て
は

初
め
の
頃
は
自
身
が
ほ
ぼ
連
年
下
向
し
、
応
永
二
十
一
年
に
は
「
若
狭
方
」
(
お

そ
ら
-
三
男
の
範
次
)
を
小
守
護
代
と
は
別
の
代
官
に
任
じ
、
同
二
十
七
年
か
ら

は
在
国
さ
せ
て
'
「
若
狭
方
」
-
長
法
寺
納
(
小
守
護
代
)
-
(
奉
行
)
と
い
う

支
配
体
制
を
し
い
た
こ
と
、
物
永
享
元
年
小
守
護
代
長
法
寺
に
替
え
て
松
山
三
郎

左
衛
門
が
下
さ
れ
て
以
後
は
、
三
方
氏
の
若
狭
下
向
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
、
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
川
・
㈲
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
や
意
義
に
つ
い
て

本
論
で
述
べ
た
こ
と
は
、
確
証
の
な
い
と
こ
ろ
で
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
｡
た
だ
、

小
稿
で
検
討
し
た
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
若
狭
で
は
、
少
な
く
と

も
応
永
末
年
頃
ま
で
は
小
守
護
代
の
上
洛
で
あ
れ
、
守
護
代
自
身
の
下
向
で
あ
れ
、

さ
ら
に
は
守
護
代
の
近
親
の
派
遣
・
在
国
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
分
国
と
京
都

の
間
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
永
享

元
年
、
在
地
国
人
の
小
守
護
代
長
法
寺
を
更
迭
し
て
、
そ
の
後
任
に
在
地
性
を
も

た
な
い
松
山
を
京
都
か
ら
下
し
た
の
も
、
や
は
り
同
じ
ね
ら
い
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
｡
か
か
る
動
き
は
、
い
わ
ば
守
護
権
力
の
源
泉
地
た
る
京
都
か

室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

ら
、
そ
の
権
威
を
絶
え
ず
分
国
に
注
入
し
て
、
在
地
支
配
機
構
を
常
に
中
央
の
忠

実
な
手
足
た
ら
し
め
て
お
-
た
め
の
方
策
に
他
な
ら
な
い
｡
守
護
の
み
な
ら
ず
守

護
代
も
在
京
す
る
よ
う
に
な
っ
た
室
町
期
に
お
け
る
守
護
の
分
国
支
配
に
と
っ
て

か
か
る
措
置
は
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
若
狭

の
三
方
氏
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
越
前
・
遠
江
守
護
代
甲
斐
氏
が
小
守
護
代
や

(
3
)

郡
代
に
一
族
や
自
己
の
被
官
を
送
り
込
ん
で
い
た
よ
う
に
、
守
護
代
の
主
導
の
も

と
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
-
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
た
だ
、
守
護
の

分
国
支
配
の
実
質
が
守
護
代
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
は
、
守
護
代
の
職
制
上
の

重
要
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
の
「
自
律
性
」
と
同
義
で
は
な
い
こ
と

は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
点
の
見
極
め
は
、
守
護
と
守

護
代
と
の
問
の
関
係
、
お
よ
び
在
地
支
配
機
構
の
具
体
的
機
能
(
守
護
代
の
私
的

機
関
化
の
有
無
へ
程
度
)
を
中
心
に
論
じ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
'
今
後
の
課
題

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
と
も
あ
れ
、
十
五
世
紀
前
半
の
守
護
の
分
国
支
配
の

解
明
に
お
い
て
'
守
護
代
の
活
動
を
す
べ
て
守
護
権
力
の
名
の
も
と
に
収
欽
さ
せ

る
の
で
は
な
-
'
独
自
の
意
義
も
考
え
な
が
ら
一
つ
一
つ
発
掘
し
て
い
-
こ
と
は
、

け
っ
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
よ
し
結
果
的
に
〟
自
律
性
〟
が
見
出
さ

れ
な
い
に
せ
よ
'
守
護
権
力
を
よ
り
多
角
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
必
要
な
作
業

で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

な
お
、
本
小
稿
で
は
'
守
護
権
力
総
体
と
し
て
の
若
狭
支
配
の
具
体
相
に
つ
い

て
、
徳
銭
以
外
は
何
ら
言
及
で
き
ず
、
段
銭
を
含
め
た
守
護
役
の
実
態
や
、
国
衝

と
守
護
支
配
機
構
の
関
係
な
ど
、
能
力
の
不
足
か
ら
積
み
残
し
た
課
題
は
少
な
く

な
い
が
、
い
ず
れ
も
他
日
を
期
し
た
い
｡

漢

(
1
)
拙
稿
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
」
(
『
兵
庫
教
育
大

学
研
究
紀
要
』
第
九
巻
)
へ
同
「
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房
」
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(
ヨ
煮
越
郷
土
研
究
』
第
三
十
四
巻
言
P
T
)

(
2
)
南
北
朝
・
室
町
期
の
若
狭
の
守
護
支
配
に
関
す
る
先
行
研
究
は
前
注
拙
稿
(
前
者
)

に
あ
げ
て
お
い
た
が
(
注
5
)
、
室
町
期
に
ま
で
論
及
し
た
も
の
と
し
て
'
黒
田
俊
雄

・
井
ケ
田
良
治
「
若
狭
国
太
良
庄
」
(
柴
田
実
編
『
庄
園
村
落
の
構
造
』
創
元
社
、
一

九
五
五
年
)
、
井
ケ
田
良
治
「
庄
園
制
の
崩
壊
過
程
I
室
町
時
代
の
東
寺
領
太
良
庄
-
」

(
『
同
志
社
法
学
』
四
五
号
)
が
脱
漏
し
て
い
た
｡

(
3
)
た
と
え
ば
越
前
・
遠
江
守
護
代
甲
斐
氏
も
″
自
律
的
"
守
護
代
の
典
型
と
い
え
よ
う

が
、
将
軍
と
の
深
い
関
係
を
挺
子
と
し
な
が
ら
へ
分
国
支
配
の
実
権
を
掌
握
は
し
た
も

の
の
(
拙
稿
「
畿
内
近
国
に
お
け
る
大
名
領
国
制
の
形
成
-
越
前
守
護
代
甲
斐
氏
の
動

向
を
中
心
に
-
」
『
史
学
研
究
五
十
周
年
記
念
論
叢
』
日
本
編
、
福
武
書
店
へ
一
九
八

〇
年
)
へ
主
家
斯
波
氏
に
か
わ
っ
て
守
護
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
初
め
か
ら
甲
斐
氏
の

政
治
日
程
に
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
｡

(
4
)
拙
稿
「
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
政
治
的
地
位
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
第

三
十
五
巻
二
号
｡
以
下
別
稿
と
呼
ぶ
の
は
す
べ
て
こ
の
拙
稿
を
指
す
｡
な
お
へ
本
論
と

も
か
か
わ
る
の
で
へ
そ
の
結
論
の
み
示
し
て
お
-
｡
三
方
範
忠
は
応
永
十
三
年
十
月
失

脚
し
た
小
笠
原
長
春
の
後
任
と
し
て
、
同
年
十
二
月
若
狭
守
護
代
に
任
じ
ら
れ
、
永
享

七
年
八
月
～
同
九
年
十
月
の
問
に
弟
と
思
わ
れ
る
三
方
忠
治
に
そ
の
地
位
を
譲
っ
た
が
、

範
忠
自
身
は
、
一
色
義
貫
が
将
軍
義
教
の
命
を
う
け
た
武
田
信
栄
に
謀
殺
さ
れ
る
同
十

二
年
五
月
ま
で
存
生
し
て
い
た
｡
三
方
氏
は
南
北
朝
末
期
の
段
階
で
は
へ
ま
だ
一
色
氏

と
の
関
係
が
さ
程
緊
密
な
も
の
で
は
な
-
(
こ
の
点
は
拙
稿
「
南
北
朝
期
の
若
狭
国
人

三
方
氏
に
つ
い
て
」
-
『
若
越
郷
土
研
究
』
第
三
十
四
巻
六
号
-
で
不
十
分
な
が
ら
推

察
し
た
)
、
一
色
家
中
に
お
け
る
三
方
氏
の
地
位
は
'
室
町
期
に
入
っ
て
か
ら
の
短
期

間
に
上
昇
し
た
よ
う
で
'
若
狭
守
護
代
に
な
っ
て
以
後
は
'
特
に
丹
後
出
身
の
一
色
重

臣
を
凌
駕
す
る
形
で
1
層
そ
の
地
位
を
高
め
へ
応
永
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
代
年
頃

に
は
'
山
城
・
丹
後
・
尾
張
海
東
郡
守
護
代
や
侍
所
所
司
代
を
独
占
す
る
な
ど
へ
そ
の

権
勢
は
頂
点
に
達
し
た
｡
し
か
し
、
永
享
期
に
は
丹
後
守
護
代
に
な
っ
た
延
永
氏
に
一

歩
譲
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

(
5
)
聖
口
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
(
塙
書
房
、
l
九
六
六
年
)
へ
二
九
三
・
三
三
三
頁

(
6
)
太
良
庄
の
年
貢
算
用
状
は
暦
応
元
年
(
一
三
三
八
)
か
ら
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)

ま
で
の
間
で
'
合
計
八
十
二
年
分
伝
存
し
て
い
る
が
(
う
ち
地
頭
方
・
領
家
方
が
そ
ろ

っ
て
い
る
の
は
五
十
三
年
分
)
、
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
『
東
寺
文
書
』
(
大
日
本
古

文
書
家
わ
け
)
に
収
め
る
十
数
点
を
除
け
ば
'
ほ
と
ん
ど
へ
東
寺
百
合
文
書
の
い
わ

ゆ
る
新
出
文
書
に
属
し
て
お
り
へ
網
野
氏
が
太
良
圧
に
対
す
る
「
守
護
か
ら
の
斌
課
」

を
表
不
さ
れ
る
の
に
l
部
を
利
用
さ
れ
た
以
外
は
(
前
掲
書
、
三
二
〇
～
三
二
7
貢
)
へ

本
格
的
分
析
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
｡

(
7
)
こ
の
年
二
月
九
日
の
宝
憧
寺
供
養
に
、
侍
所
頭
人
1
色
義
範
が
兄
弟
で
随
兵
二
十
人

を
従
え
て
門
前
の
警
固
に
当
っ
た
こ
と
は
、
『
看
聞
日
記
』
同
日
条
に
見
え
る
｡

(
8
)
応
永
十
六
年
九
月
十
日
太
良
庄
代
官
朝
賢
公
文
弁
祐
連
署
注
進
状
(
東
寺
百
合
文
書

し
函
七
二
号
I
以
下
「
百
合
し
-
七
二
」
の
如
-
略
記
-
文
書
番
号
は
京
都
府
立

総
合
資
料
館
編
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
に
よ
る
)
に
よ
る
と
、
太
良
庄
側
は
求
め
に

応
じ
て
礼
銭
を
一
貫
文
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
方
側
は
納
得
せ
ず
三
貰
文
を
強

要
し
た
と
い
う
｡
ま
た
へ
「
諸
方
国
中
如
此
候
」
と
も
あ
り
へ
他
の
荘
郷
で
も
同
様
で

あ
っ
た
ら
し
い
｡
な
お
へ
臨
時
公
事
夫
役
の
賦
課
も
同
注
進
状
に
見
え
る
｡

(
9
)
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
(
補
任
部
)
｡
な
お
へ
類
従
本
「
守
護
次
第
」
の
原
本
と
さ

れ
る
へ
大
橋
寛
治
氏
所
蔵
「
若
狭
国
守
護
職
代
々
系
図
」
は
利
用
の
機
会
を
得
て
い
な

い
の
で
'
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
類
従
本
を
用
い
た
｡

(
2
)
『
福
井
県
の
地
名
』
(
平
凡
社
へ
1
九
八
一
年
)
は
'
「
守
護
次
第
」
の
記
事
か
ら
'

応
永
十
六
年
守
護
所
が
西
津
庄
か
ら
開
発
保
に
移
っ
た
と
し
て
い
る
が
(
六
二
1
・
六

二
二
頁
)
、
守
護
所
が
こ
れ
以
後
も
西
津
庄
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
徴
証
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
｡
た
だ
開
発
保
に
あ
っ
た
安
養
寺
を
応
永
十
八
年
に
「
西
津
安
養
寺
」
と

記
し
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
に
(
百
合
オ
-
一
一
八
)
へ
当
時
開
発
保
と
酉
津
圧
の
混

用
が
み
ら
れ
る
か
ら
へ
開
発
保
の
守
護
代
宿
所
の
こ
と
が
″
西
津
の
守
護
所
″
と
認
識
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さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
'
守
護
所
所
在
地
を
開
発
保
と
す
る
所
見

は
管
見
の
限
り
な
い
上
、
「
守
護
次
第
」
は
「
開
発
守
護
代
宿
所
塩
浜
の
若
王
寺
前
へ

被
移
嶺
T
」
と
し
て
い
て
'
守
護
代
宿
所
は
移
転
前
か
ら
開
発
保
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
t
t
応
守
護
所
と
守
護
代
宿
所
は
区
別
し
て
お
き
た
い
｡

(
3
)
永
享
八
年
六
月
二
十
日
天
竜
寺
下
知
状
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
8
所
収
へ
上
野
山

九
十
九
家
文
書
1
号
)
｡
天
竜
寺
は
久
々
子
村
百
姓
の
提
出
し
た
こ
の
「
守
護
代
之
下

知
状
」
に
つ
い
て
へ
「
守
護
之
下
知
者
御
教
書
或
就
当
寺
裁
許
可
有
沙
汰
哉
、
自
尊
之

下
知
勿
論
也
」
と
し
て
'
「
是
又
無
謂
」
と
退
け
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
「
守
護
代
之

・
下
知
状
」
が
「
御
教
書
」
に
よ
ら
な
い
「
自
尊
之
下
知
」
と
難
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
'
三
方
氏
の
「
下
知
」
の
本
質
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(
2
)
応
永
十
四
・
十
六
年
に
つ
い
て
は
へ
a
(
応
永
十
六
年
)
九
月
十
八
日
太
良
庄
代
官

朝
賢
公
文
弁
祐
連
署
注
進
状
(
百
合
ツ
ー
二
四
六
)
へ
b
応
永
十
六
年
九
月
日
東
寺
雑

草
申
状
案
(
百
合
バ
ー
こ
こ
、
C
同
年
「
太
良
庄
地
頭
方
評
定
引
付
」
九
月
二
十

二
日
条
(
百
合
タ
ー
七
三
)
へ
応
永
二
十
六
年
に
つ
い
て
は
へ
d
(
応
永
二
十
六
年
)

三
月
晦
日
太
良
庄
守
護
役
地
下
所
済
分
注
進
状
(
百
合
オ
ー
一
二
七
)
｡
網
野
氏
は
'

応
永
十
六
年
と
同
二
十
六
年
に
つ
い
て
の
み
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
前
掲
書
へ
三
三
一

書
、
a
に
「
抑
自
守
護
殿
去
々
年
之
こ
と
く
こ
国
中
二
徳
銭
お
か
け
候
」
と
見
え
る

の
で
'
応
永
十
四
年
の
賦
課
も
想
定
で
き
る
｡
a
の
年
代
は
t
b
よ
り
推
定
し
た
｡
な

お
へ
有
徳
銭
に
つ
い
て
は
へ
保
立
道
久
「
中
世
民
衆
経
済
の
展
開
」
(
『
講
座
日
本
歴

史
』
3
'
垂
泉
大
学
出
版
会
へ
1
九
八
四
年
)
へ
峰
岸
純
夫
.
「
年
貢
・
公
事
と
有
徳
銭
」

(
『
日
本
の
社
会
史
』
第
四
巻
へ
岩
披
書
店
、
7
九
八
六
年
)
な
ど
参
照
o

(
2
)
前
注
a

(
S
)
『
壬
生
家
文
書
』
七
二
七
号

(
2
)
応
永
十
八
年
「
太
良
庄
地
頭
方
評
定
引
付
」
九
月
八
日
・
同
二
十
二
日
・
同
二
十
八

日
・
十
月
三
E
E
l
条
(
百
合
夕
-
七
七
)

(
S
)
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
(
補
任
部
)

室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向

(
5
)
注
4
拙
稿
に
お
い
て
'
戦
国
期
の
丹
後
与
謝
郡
石
川
庄
・
加
悦
庄
吉
冊
を
本
拠
と
す

る
丹
後
有
数
の
国
人
石
川
氏
を
、
南
北
朝
・
室
町
期
の
一
色
氏
重
臣
石
川
氏
の
後
商
と

推
断
し
た
｡

(
2
)
応
永
十
八
年
十
月
二
十
六
日
t
色
義
範
奉
行
人
連
署
奉
書
(
百
合
つ
I
ニ
ー
七
)
の

署
名
者
三
人
の
最
奥
の
沙
弥
の
花
押
は
'
同
年
同
月
十
七
日
沙
弥
某
遵
行
状
(
『
小
浜

市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
へ
羽
賀
寺
文
書
九
号
)
の
花
押
と
一
致
し
t
か
つ
、
前
者
の

案
文
(
百
合
ミ
I
七
二
-
六
)
は
'
最
奥
の
沙
弥
に
「
石
川
佐
渡
守
」
と
注
記
す
る
0

石
河
長
貞
が
応
永
八
年
佐
渡
守
の
官
途
を
得
た
こ
と
は
「
今
富
次
第
」
に
見
え
る
(
法

名
は
正
寿
)
｡
以
上
か
ら
'
応
永
十
八
年
当
時
の
石
河
長
貞
(
正
寿
)
は
京
都
で
7
色

家
奉
行
人
を
つ
と
め
な
が
ら
、
若
狭
A
ユ
島
名
代
官
に
在
職
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
0

(
2
)
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
へ
羽
賀
寺
文
書
八
～
一
〇
号
｡
同
書
は
八
・
九
早

の
文
書
名
を
「
沙
弥
某
遵
行
状
」
と
す
る
が
'
花
押
は
前
者
が
三
方
常
折
へ
後
者
が
石

河
正
寿
の
も
の
で
あ
る
｡

(
8
)
永
享
七
年
八
月
二
十
五
日
若
狭
守
護
一
色
義
貫
遵
行
状
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2

所
収
、
佐
藤
行
信
氏
所
蔵
文
書
三
号
)
の
宛
所
に
「
三
方
山
城
入
道
」
と
あ
る
の
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
在
職
徴
証
の
下
限
で
あ
る
｡

(
」
)
た
と
え
ば
、
応
永
四
年
六
月
十
八
日
小
守
護
代
武
田
長
盛
書
状
(
『
小
浜
市
史
』
諸

家
文
書
編
二
所
収
へ
矢
代
区
有
文
書
二
号
)
の
署
名
部
分
に
異
筆
で
「
守
護
代
武
田
」

と
注
記
が
あ
っ
た
り
'
小
守
護
代
松
山
を
守
護
代
と
す
る
例
も
あ
る
(
後
掲
第
3
表
参

顔
)
0

K
c
o
J
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
へ
若
狭
彦
神
社
文
書
7
四
号
I
①
②

『
若
狭
守
護
代
記
』
(
若
狭
史
学
会
、
一
九
七
三
年
)
は
'
鎌
倉
期
か
ら
近
世
の
元

禄
九
年
に
至
る
歴
代
若
狭
国
主
の
事
鏡
を
記
す
も
の
で
、
鎌
倉
～
室
町
期
で
も
「
守
護

次
第
」
「
今
富
次
第
」
と
は
か
な
り
の
異
同
が
み
ら
れ
'
問
題
は
あ
る
｡
し
か
し
'
羽

賀
寺
や
大
島
八
幡
宮
な
ど
に
関
し
て
は
'
と
き
に
は
文
書
を
引
用
し
な
が
ら
「
守
護
次

第
」
「
今
昔
次
第
」
に
な
い
説
明
・
も
し
て
お
り
、
本
文
に
引
い
た
、
7
色
範
次
の
大
島
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八
幡
宮
・
長
楽
寺
造
営
の
記
事
も
何
ら
か
の
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
'
あ
な
が
ち
虚
偽

で
は
な
い
と
考
え
る
｡

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
四
年
正
月
二
十
八
日
条
に
見
え
る
「
(
三
方
入
道
=
範
忠

の
)
弟
若
狭
守
」
が
忠
治
を
指
す
と
考
え
て
い
る
(
別
稿
参
照
)
0

応
永
二
十
l
年
十
二
月
日
太
良
庄
守
護
方
入
日
注
文
(
百
合
ツ
ー
l
〇
九
)
に
「
新

守
護
代
上
洛
之
時
夫
1
人
」
と
見
え
る
.

太
良
庄
年
貢
算
用
状
で
は
、
範
忠
を
「
三
方
」
と
し
て
、
「
若
狭
方
」
と
は
区
別
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
へ
第
1
表
の
応
永
二
十
六
年
の
「
三
方
下
向
」
と
い
う
の
は

範
忠
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

(
S
i
)
(
正
長
元
年
)
十
二
月
十
一
日
太
良
庄
本
所
方
惣
百
姓
申
状
(
百
合
オ
ー
二
六
三
)
0

こ
の
文
書
は
、
「
今
度
弥
泉
坊
上
洛
候
て
、
自
寺
家
公
文
職
お
安
堵
候
由
」
を
聞
い
た

太
良
庄
百
姓
が
、
弥
泉
坊
の
過
去
の
行
状
を
告
発
し
て
公
文
職
補
任
に
反
対
し
た
も
の

で
あ
る
｡
こ
こ
に
い
う
弥
泉
坊
は
他
に
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
書
と
ほ
ぼ

同
じ
趣
旨
の
、
正
長
元
年
十
二
月
十
五
日
太
良
庄
代
官
申
状
案
(
百
合
バ
ー
一
五
六
)

に
見
え
る
「
山
伏
下
野
」
、
す
な
わ
ち
前
代
官
下
野
房
朝
賢
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

先
の
文
書
の
年
代
も
正
長
元
年
と
推
定
さ
れ
る
｡

(
2
)
文
永
二
年
十
7
月
日
若
狭
国
惣
田
数
帳
案
(
百
合
ユ
I
l
二
)
に
よ
る
と
'
西
津
庄
・

開
発
保
と
も
に
「
地
頭
得
宗
御
領
」
の
朱
注
が
あ
り
へ
鎌
倉
末
期
に
守
護
(
得
宗
)
領

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
こ
れ
ら
が
南
北
朝
期
以
降
も
'
今
富
名
な
ど
と
と
も
に
守

護
領
と
し
て
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

応
永
二
十
六
年
の
若
狭
t
二
宮
造
営
棟
札
(
注
2
2
)
に
同
社
の
社
家
政
所
と
し
て
笠

彦
五
郎
忠
国
の
名
が
見
え
る
｡
こ
の
「
忠
」
が
三
方
範
忠
の
偏
詩
だ
と
す
れ
ば
、
範
忠

に
よ
る
国
人
の
被
官
化
が
一
二
宮
社
家
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
｡

(
8
)
康
安
元
年
、
も
し
-
は
貞
治
元
年
の
も
の
と
さ
れ
る
、
十
一
月
十
九
日
後
光
厳
院
論

旨
(
『
大
徳
寺
文
書
』
二
二
六
号
)
に
「
蓮
花
王
院
領
若
狭
国
名
田
庄
内
下
村
長
法
寺

四
郎
左
衛
門
尉
井
土
屋
次
郎
兵
衛
尉
押
妨
間
事
」
と
あ
る
｡
武
田
氏
に
つ
い
て
は
、
康

安
二
年
三
月
日
太
良
庄
百
姓
等
申
状
井
具
書
(
『
東
寺
文
書
』
は
I
l
四
1
)
に
「
其

後
守
護
方
披
渡
武
田
殿
嘗
庄
受
取
」
と
見
え
る
｡

(
3
)
応
永
三
十
四
年
の
「
両
奉
行
方
」
は
「
守
護
代
礼
時
」
へ
す
な
わ
ち
「
若
狭
方
」

(
名
目
的
に
は
範
忠
で
あ
ろ
う
)
へ
の
礼
銭
の
つ
い
で
に
礼
銭
を
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て
'
お
そ
ら
-
'
三
十
二
～
三
十
四
年
の
「
殿
原
(
中
)
」
と
同
様
へ
守
護
代
三
方
氏

の
も
と
に
い
る
者
で
あ
ろ
う
｡
三
十
二
年
に
は
、
こ
の
三
方
氏
の
も
と
に
い
る
「
殿
原
」

と
は
別
に
勢
間
・
兼
田
の
両
人
が
長
法
寺
と
同
時
に
礼
銭
を
受
け
取
っ
て
い
る
事
実
は
へ

こ
の
二
人
が
三
方
氏
の
「
奉
行
方
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
な
お
へ
兼
田

氏
は
遠
敷
郡
兼
田
(
現
上
中
町
)
を
名
字
の
地
と
す
る
土
豪
で
あ
ろ
う
｡

(
ァ
8
)
(
正
長
二
年
)
二
月
二
十
二
日
太
良
庄
本
所
半
済
地
頭
領
家
方
百
姓
等
申
状
(
百
合

し
-
二
〇
〇
)

『
壬
生
家
文
書
』
三
三
六
号
(
宛
所
に
「
松
山
三
郎
左
衛
門
入
道
」
と
あ
る
)

O
S
)
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
六
へ
七
八
八
～
七
九
t
頁
に
収
載
す
る
0
な
お
へ
今
谷

明
『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
)
へ
四
六
貢
参
照
｡

(
8
)
今
谷
氏
前
掲
書
へ
三
六
貞

(
8
)
『
壬
生
家
文
書
』
五
四
・
五
九
・
三
三
六
号

(
S
3
)
同
文
書
へ
三
三
七
・
三
三
九
・
二
七
三
・
三
三
八
号

(
S
)
小
守
護
代
が
守
護
代
と
呼
ば
れ
た
の
は
松
山
が
初
め
て
で
は
な
-
'
す
で
に
応
永
四

年
の
武
田
長
盛
の
時
に
も
み
ら
れ
た
(
注
こ
の
頃
守
護
代
小
笠
原
長
房
が
ほ
ぼ

在
京
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
点
は
、
三
方
氏
の
下
向
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
た
松
山
氏
の
時
と
共
通
す
る
｡
守
護
代
の
在
地
離
脱
と
表
裏
を
な
す
へ
小
守
護
代

の
在
地
支
配
に
お
け
る
権
能
憩
化
の
中
で
'
小
守
護
代
が
守
護
代
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
｡

(
8
)
室
町
期
の
越
前
・
遠
江
両
国
の
小
守
護
代
へ
お
よ
び
越
前
敦
賀
郡
代
に
甲
斐
氏
一
族

が
、
遠
江
の
「
国
奉
行
」
に
甲
斐
氏
の
家
人
(
田
根
氏
)
が
そ
れ
ぞ
れ
在
職
し
て
い
た

こ
と
は
'
注
3
拙
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
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向

On the Mikatas, Shugodai in Wakasa Country,

in the Muromachi Period

Shoichi KAWAMURA

In 1406, Mikata Noritada was appointed as Shugodai (administrator) in

Wakasa Country. His brother Tadaharu succeeded him in some year between 1435

and 1437. He remained in the position until 1440, when his master Isshiki

Yoshitsura was killed by Sh∂'gun.

Around 1420, Noritada became the most powerful in the subjects of the

Isshikis. During several years after becoming Shugodai in Wakasa, he went

down to Wakasa from Kyoto almost every year. In 1414, he nominated his third

son Noritsugu for his representative, and made him stay in Wakasa to execute

direct goverment over the Country. But, Ch∂hoji, who was one of the Bushi

in Wakasa and was at the same time appointed as Sh6-Shugodai (representative

of Shugodai), was so influential that the Mikatas could not make their rule

penetrate the Country. This led Noritsugu, in 1429, to dismiss Chohbji and

to appoint Matsuyama as a new Sho-Shugodai, who was sent down to Wakasa.

It is apparent form these that the goverment of Wakasa Country by the

Isshikis (Sugo) was executed substantially by the Mikatas as Shugodai.
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