
武
蔵
国
留
守
所
惣
検
校
職
に
就
い
て

1
北
条
執
権
政
治
体
制
成
立
史
の
一
蘭
1
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岡

田

清

一

は
じ
め
に

　
治
承
四
年
（
一
、
一
入
○
）
八
月
挙
兵
し
た
源
頼
朝
は
、
律
令
体

制
を
否
定
せ
ず
末
端
機
構
た
る
国
衙
の
組
織
を
直
接
に
支
配
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
東
国
に
政
権
を
樹
立
し
え
た
。
こ
の
よ
う
に
国
衙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

組
織
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
最
近
と
く
に
顕
著
で
あ
る
が
、
頼
朝

死
後
、
変
化
し
て
い
く
幕
府
政
治
の
な
か
で
北
条
氏
が
拾
頭
し
て

く
る
、
所
謂
執
権
政
治
体
制
成
立
の
過
程
に
お
い
て
北
条
氏
も
ま

た
国
衙
機
構
を
お
お
い
に
利
用
し
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。

千
葉
氏
や
小
山
氏
と
比
肩
し
う
る
べ
く
も
な
い
北
条
氏
が
、
国
守

の
歴
任
に
よ
る
国
務
の
掌
握
、
そ
の
発
展
的
段
階
と
し
て
国
衙
領

　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
私
領
化
、
あ
る
い
は
所
謂
「
国
司
軍
」
の
確
保
等
に
よ
っ
て
、

経
済
的
・
軍
事
的
基
盤
を
強
化
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
推
定
可
能

で
あ
ろ
う
。



　
本
論
に
お
い
て
は
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
武
蔵
国
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

例
と
し
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一、

y
検
校
職
の
成
立
と
展
開

　
嘉
禄
二
年
（
一
、
二
二
六
）
四
月
十
日
、
河
越
三
郎
重
員
は
武
蔵

国
留
守
所
惣
検
校
職
に
補
任
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
以
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

同
職
は
畠
山
次
郎
重
忠
が
奉
行
し
て
い
た
と
い
う
。
畠
山
氏
と
い

い
、
河
越
氏
と
い
い
と
も
に
秩
父
氏
流
で
あ
る
か
ら
惣
検
校
職
は

秩
父
氏
流
に
相
伝
さ
れ
た
職
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
惣
検
校
職
に

は
付
随
す
る
四
力
条
が
あ
り
、
そ
れ
は
国
検
時
の
事
書
な
ど
国
中

の
文
書
や
「
机
催
促
」
の
文
書
に
連
署
す
る
こ
と
な
ど
を
含
ん
で

　
（
6
）

い
る
が
、
そ
の
成
立
・
具
体
的
内
容
等
に
つ
い
て
の
論
謹
は
未
だ

管
見
に
触
れ
な
い
。
以
下
、
そ
の
成
立
等
に
つ
い
て
略
述
し
て
お

き
た
い
。

　
惣
検
校
の
初
見
は
、
東
南
院
文
書
万
寿
二
年
（
一
、
〇
二
五
）
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

月
十
六
日
附
「
伊
賀
国
玉
瀧
杣
司
解
案
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
は
杣
司
と
し
て
の
惣
検
校
で
あ
っ
て
在
庁
官
人
で
は
な
い
。
そ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
台
明
寺
文
書
天
承
元
年
（
一
、
＝
三
）
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

十
七
日
附
「
大
隅
国
正
八
幡
宮
執
印
行
賢
等
寄
進
状
案
」
で
あ

る
。
執
印
行
賢
が
大
隅
国
台
明
寺
に
供
料
田
を
寄
進
の
際
、
娼
船

中
原
朝
臣
以
下
在
庁
が
謹
判
を
加
え
て
い
る
が
そ
の
個
所
を
引
用

し
て
お
こ
う
。

　
（
前
略
）
任
寄
文
旨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

謹
判

こ
こ
で
留
意
す
る
点
は
、

校
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

年
（
一
、
｝
九
五
）
の
「
大
隅
国
御
家
人
交
名
」

見
え
な
い
が
諸
司
検
校
と
と
も
に
田
所
検
校
・
税
所
検
校
が
見
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
惣
検
校
以
下
が
在
庁
官
人
と
し
て
存
在
し

た
こ
と
を
確
認
し
え
る
の
で
あ
る
が
、
摘
出
し
え
た
国
が
武
蔵
・

大
隅
の
二
国
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
各
国
々
に
お
い
て
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

名
称
・
様
相
も
異
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
検
校
」
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
は
既
に
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

田
実
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
高
田
氏
は
寺
院
関
係
文
書
に

も
検
校
の
職
名
が
あ
る
の
を
手
が
か
り
に
、
寺
務
の
監
督
と
い
う

動
詞
か
ら
監
督
者
の
職
名
に
転
化
し
た
と
し
、
こ
れ
を
郡
司
に
及

ぼ
し
て
郡
司
の
監
督
者
的
立
場
を
表
示
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
た

　
　
早
可
為
台
明
寺
不
断
念
仏
借
供
料
田
之

大
介
中
原
朝
臣
在
御
判

大
判
官
代
藤
原

大
判
官
代
惟
宗
在
判

諸
司
検
校
縣
宿
祢
在
判

税
所
検
校
建
部
在
判

惣
検
校

　
　
惣
検
校
と
と
も
に
諸
司
検
校
・
税
所
検

　
　
　
　
さ
ら
に
年
代
は
降
る
が
、
建
久
六

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
惣
検
校
こ
そ
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だ
し
当
初
は
必
ず
し
も
郡
司
の
監
督
者
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い

が
、
延
喜
年
間
ご
ろ
か
ら
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
、
と
考
え
て
お

ら
れ
る
。

　
そ
の
性
格
規
定
は
あ
く
ま
で
も
郡
判
に
み
え
る
検
校
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
監
督
者
的
意
味
を
も
つ
検
校
が
在
庁
に
も
あ
ら
わ
れ

た
こ
と
は
当
然
推
定
さ
れ
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
司
検
校

と
は
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
税
所
検
校
・
田
所
検
校
と
は

税
所
・
田
所
を
監
督
す
る
も
の
と
解
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。
在
庁
を
構
成
す
る
「
所
」
に
つ
い
て
は
既
に
竹
内
理
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
十
一
世
紀
以
降
成
立
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
所
」
の
成
立
に
し
た
が

っ
て
「
所
」
を
監
督
す
る
存
在
が
必
要
と
な
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
そ
こ
に
「
某
所
検
校
」
が
成
立
す
る
素
因
が
あ
っ
た
ろ
う

し
、
そ
れ
ら
「
某
所
検
校
」
を
監
督
す
る
も
の
と
し
て
「
惣
検

校
」
の
成
立
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
武
蔵
国
留
守
所
に
は
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

井
進
氏
に
よ
れ
ば
調
所
・
大
細
工
所
・
内
細
工
所
の
存
在
が
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

た
近
江
金
剛
輪
寺
文
書
「
武
蔵
国
税
所
注
進
状
」
か
ら
税
所
の
存

在
が
そ
れ
ぞ
れ
知
ら
れ
る
が
、
　
「
某
所
検
校
」
の
存
在
は
未
だ
確

認
で
き
な
い
。

　
か
か
る
成
立
の
過
程
を
有
す
る
惣
検
校
職
と
秩
父
氏
と
の
関
係

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
秩
父
氏
は
『
尊
卑
分
豚
』
に
よ
れ
ば
桓
武
平
氏
良
文
流
で
将
恒

の
子
武
基
が
秩
父
別
当
を
称
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
武
基
の
子
十

郎
武
綱
の
時
、
後
三
年
の
役
に
源
義
家
に
し
た
が
い
白
旗
を
賜
っ

て
先
陣
を
勤
め
た
と
い
う
。
そ
の
子
重
綱
が
河
越
氏
に
と
っ
て

「
先
祖
」
と
仰
が
れ
、
ま
た
重
綱
以
来
代
々
留
守
所
惣
検
校
職
に

補
任
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
重
綱
は
、
武
蔵
国
留
守
所
を
掌
握

し
、
た
と
え
ば
天
下
一
同
の
公
役
・
国
内
平
均
の
所
課
を
充
て
課

し
「
机
催
足
」
を
行
い
、
さ
ら
に
所
謂
「
武
蔵
七
党
」
と
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

姻
戚
関
係
を
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
蔵
国
内
の
中
小
武
士
団
に

対
す
る
統
率
権
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結

果
、
留
守
所
の
監
督
権
を
内
容
と
し
た
惣
検
校
職
に
、
国
内
武
士

団
に
対
す
る
統
率
権
が
附
随
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
秩
父
氏
の
家
督
は
い
か
な
る
も
の
か
次
男
流
で
あ
る

重
隆
が
継
承
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
重
隆
は
、
仁
平
三
年
（
一
、
一

五
三
）
ご
ろ
上
野
国
多
胡
郡
に
居
住
し
て
い
た
源
義
賢
の
「
貴

種
」
た
る
こ
と
を
重
視
し
、
彼
に
よ
っ
て
父
重
綱
以
来
の
権
限
を

飛
躍
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
久
寿
二
年
（
一
、
一
五
五
）
入

月
、
義
賢
・
重
隆
は
武
蔵
国
大
蔵
館
に
お
い
て
源
義
朝
の
嫡
男
義

平
と
対
立
し
、
義
賢
・
重
隆
ら
は
討
た
れ
て
い
る
。
『
源
平
盛
衰

記
』
に
は
、
そ
の
と
き
畠
山
重
能
が
源
義
平
に
し
た
が
っ
て
義
賢

を
攻
め
た
こ
と
を
記
載
し
て
お
り
、
重
隆
・
重
能
と
い
う
秩
父
重
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綱
の
子
孫
問
に
対
立
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

　
武
蔵
国
比
企
郡
を
根
拠
地
に
武
蔵
一
国
を
支
配
し
よ
う
と
し
た

源
義
賢
及
び
秩
父
重
隆
の
勢
力
に
対
し
て
、
相
模
国
の
武
士
団
を

統
合
し
さ
ら
に
武
蔵
国
へ
勢
力
を
拡
大
せ
ん
と
す
る
源
義
朝
・
義

平
父
子
は
大
蔵
館
に
て
勝
利
し
、
武
蔵
国
武
士
団
を
ほ
ぼ
そ
の
支

配
下
に
結
集
、
保
元
・
平
治
の
両
乱
に
お
け
る
義
朝
の
軍
事
的
基

　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

盤
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
平
治
の
乱
後
平
氏
の
政
権
下
に
お
い
て

武
蔵
国
の
在
地
武
士
団
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
か
は
詳
か

で
は
な
い
。
た
だ
秩
父
氏
の
家
督
は
重
隆
没
後
も
河
越
氏
に
相
伝

さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
畠
山
氏
が
長
子
の
流
れ
で
あ
り
な
が
ら
庶

流
と
な
っ
た
た
め
、
積
極
的
に
政
権
担
当
者
で
あ
る
平
家
に
同
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
た
と
い
う
貫
達
人
氏
の
推
測
は
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ

．
つ
。

　
留
守
所
惣
検
校
職
は
秩
父
氏
の
家
督
と
と
も
に
重
綱
以
来
、
河

越
氏
に
相
伝
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
重
隆
・
能
隆
を
経
て
重
頼
が

惣
検
校
職
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
の
こ
と

を
推
測
す
る
た
め
に
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
】
、
一
八
〇
）
入
月

二
十
六
日
条
が
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
全
文
を
引
用
し
て
お

き
た
い
。

　
武
蔵
国
畠
山
次
郎
重
忠
、
且
為
報
平
氏
重
恩
、
且
為
雪
由
比
浦

　
会
稽
、
欲
襲
三
浦
之
輩
、
勿
相
具
当
国
党
々
可
来
会
之
由
、
触

　
遣
河
越
太
郎
重
頼
、
是
重
頼
於
秩
父
家
、
雌
為
次
男
流
、
相
継

　
家
督
依
従
彼
党
等
及
此
儀
云
云
、
江
戸
太
郎
重
長
同
与
之
、
及

　
辰
剋
、
河
越
太
郎
重
頼
、
中
山
次
郎
重
実
、
江
戸
太
郎
重
長
、

　
金
子
、
村
山
輩
巳
下
数
千
騎
攻
来
、

こ
の
条
文
に
関
し
て
は
「
惣
領
制
」
的
側
面
か
ら
多
く
解
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
鈴
木
英
雄
氏
は
、
秩
父
氏
が
分
裂
し
た
当
時
、

河
越
氏
が
他
氏
族
を
結
集
し
え
た
の
は
秩
父
氏
が
往
年
武
蔵
一
国

に
わ
た
っ
て
武
威
を
示
し
て
い
た
と
い
う
抽
象
的
意
識
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
豊
田
武
氏
は
鈴
木
説

を
批
判
さ
れ
つ
つ
、
畠
山
氏
が
特
に
河
越
氏
に
参
加
を
要
請
し
た

の
は
河
越
氏
が
秩
父
氏
の
家
督
と
し
て
一
族
を
統
率
す
る
実
力
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
村
山
党
や
金
子
氏
と
い
う
他
氏
族

が
秩
父
氏
の
家
督
の
命
を
受
け
た
の
は
、
秩
父
氏
が
武
蔵
国
の
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

守
所
と
し
て
の
勢
望
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

た
。　

た
し
か
に
鈴
木
氏
の
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
秩
父

氏
は
河
越
・
江
戸
・
小
山
田
・
畠
山
諸
氏
に
分
化
し
、
既
に
秩
父

氏
と
い
う
存
在
は
過
去
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
河
越
氏
が
秩

父
氏
の
家
督
を
受
け
つ
い
だ
こ
と
、
さ
ら
に
畠
山
氏
が
河
越
氏
に

参
加
を
要
請
し
、
そ
の
結
果
、
秩
父
一
族
の
み
な
ら
ず
金
子
・
村

山
と
い
う
他
氏
族
ま
で
相
具
し
た
事
実
は
無
視
し
え
な
い
も
の
が
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あ
る
。
少
く
と
も
河
越
氏
が
武
蔵
国
内
の
武
士
団
に
対
し
て
あ
る

種
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
れ
に
類
似
す
る
こ
と
と
し
て
、
　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
（
一
、

一
九
三
）
二
月
九
日
条
に
、
畠
山
重
忠
が
武
蔵
国
内
の
武
士
団
の

争
い
に
つ
い
て
鎮
撫
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
記
載
し
て
あ
る
。
す

な
わ
ち

　
武
蔵
国
丹
・
児
玉
党
類
有
確
執
事
、
巳
欲
及
合
戦
之
由
依
有
其

　
聞
、
可
相
鎮
之
旨
、
被
仰
付
畠
山
次
郎
重
忠
云
云
、

と
あ
り
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
同
書
建
久
四
年
二
月
十
八
日
条
に

は
以
下
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
畠
山
二
郎
申
云
、
丹
・
児
玉
之
輩
、
欲
及
合
戦
事
依
加
制
止
、

　
両
党
和
平
、
互
出
退
云
云
、

嘉
禄
二
年
（
一
、
二
二
六
）
河
越
重
員
が
惣
検
校
職
に
補
任
さ
れ
る

以
前
、
重
忠
が
同
職
に
補
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
職
権
と
し
て
国
内
武
士
団
に
対
す
る
統
率
権
を
想
定
す

る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
建
久
四
年
国
内
の
武
士
団
の
争
い
に

つ
い
て
鎮
撫
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
惣
検
校
職
に
含
ま

れ
る
統
率
権
の
発
動
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、

湖
っ
て
治
承
四
年
当
時
、
河
越
氏
が
国
内
の
武
士
団
に
対
し
て
有

し
て
い
た
「
あ
る
種
の
権
限
」
こ
そ
惣
検
校
職
に
附
随
す
る
統
率

権
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
重
頼
が
同
職
に
補
任
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
鎌
倉
政
権
下
の
武
蔵
国

　
源
頼
朝
の
挙
兵
に
対
し
て
、
惣
検
校
職
を
有
す
る
河
越
氏
を
始

め
と
す
る
秩
父
諸
氏
は
当
初
か
ら
参
加
せ
ず
、
例
外
的
に
葛
西
清

重
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
頼
朝
は
江
戸

重
長
に
対
し
て
「
汝
巳
為
棟
梁
」
、
　
よ
っ
て
便
宜
勇
士
達
を
催
具

し
て
参
会
す
べ
き
よ
う
に
と
使
者
を
派
遣
、
さ
ら
に
武
蔵
国
諸
雑

事
に
関
し
て
在
庁
官
人
及
び
諸
郡
司
等
に
仰
せ
、
沙
汰
す
べ
き
旨

を
命
令
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
惣
検
校
職
を
帯
す
る

河
越
氏
が
武
蔵
国
留
守
所
に
対
し
て
監
督
権
を
有
し
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
に
と
っ
て
、
自
己
に
敵
対
す
る
河
越
重

頼
を
排
除
し
て
葛
西
氏
と
一
族
た
る
こ
と
を
強
調
す
る
江
戸
氏
を

そ
の
代
理
者
た
ら
し
め
ん
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
点

は
さ
ら
に
武
蔵
国
内
の
社
寺
に
対
し
て
、
土
肥
実
平
を
狼
籍
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
た
め
に
下
向
せ
し
め
て
い
る
こ
と
な
ど
も
同
国
に
対
す
る
頼
朝

の
意
図
1
そ
れ
は
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
国
衙
機

構
を
利
用
し
た
支
配
権
の
浸
透
1
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
頼
朝
の
意
図
が
ど
れ
程
実
現
し
え
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
河

越
氏
の
有
す
る
惣
検
校
職
は
文
治
元
年
（
一
、
一
八
五
）
に
至
り
重

頼
が
義
経
縁
坐
に
よ
っ
て
詠
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
他
の
所
領
と
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と
も
に
収
公
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
本
領
河
越
庄
は
後
家

　
　
　
　
　
　
（
2
／
）

尼
が
伝
領
し
て
い
る
。

　
惣
検
校
職
は
つ
い
で
畠
山
重
忠
に
移
っ
た
。
そ
れ
は
既
に
述
べ

た
よ
う
に
河
越
重
員
が
同
職
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
す
る

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
四
月
二
十
四
日
条
に
よ
っ
て
も
首
肯
し
え

る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
即
座
に
畠
山
重
忠
が
武
蔵
国
内
の
武
士
団

を
掌
握
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
建
久
四
年
の

丹
・
児
玉
両
党
の
確
執
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
守
平
賀
義
信
で
さ

え
国
内
武
士
団
に
対
し
て
何
ら
な
し
え
な
い
事
実
は
み
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
国
衙
行
政
権
ー
1
国
守
義
信
、
留
守
所
監

督
権
U
惣
検
校
畠
山
重
忠
と
い
う
、
一
応
対
等
の
御
家
人
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
守
が
留
守
所
を
掌
握
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
頼
朝
死
後
、
武
蔵
国
に
は
頼
家
の
側
近
的
武
士
た
る
比
企

氏
が
小
笠
原
・
中
野
・
細
野
諸
氏
ら
と
と
も
に
頼
家
の
意
志
に
よ

っ
て
政
治
上
で
実
権
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
建
仁
二
年

（
一
、
二
〇
二
）
、
頼
家
は
数
百
騎
を
召
具
し
て
伊
豆
・
駿
河
両
国
の

狩
倉
に
下
向
し
た
が
、
こ
の
時
に
御
家
人
を
「
可
候
内
之
輩
」
と

し
て
前
述
し
た
比
企
氏
ら
の
側
近
を
指
定
し
、
大
部
分
の
他
の
御

家
人
は
「
此
外
輩
、
皆
可
候
外
」
と
し
て
極
端
に
区
別
す
る
態
度

　
　
　
　
（
2
2
）

を
と
っ
て
い
る
。
し
か
も
比
企
氏
は
頼
朝
が
ま
だ
在
京
中
、
既
に

側
近
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
永
暦
元
年
（
一
、
一
六
〇
）
、
頼
朝
が
伊

豆
国
に
流
人
と
な
る
や
比
企
掃
部
允
は
武
蔵
国
比
企
郡
を
請
所
と

な
し
頼
朝
の
乳
母
で
も
あ
る
妻
比
企
尼
と
と
も
に
東
国
に
下
向
し

　
（
2
3
）

て
い
る
。
ま
た
『
愚
管
抄
』
巻
第
六
に
は

　
（
比
企
）

　
ヒ
キ
ハ
其
郡
二
父
ノ
タ
ウ
ト
テ
、
ミ
セ
ヤ
ノ
大
夫
行
時
と
云
者

　
ノ
ム
ス
メ
ヲ
妻
ニ
シ
テ
、
一
万
御
前
が
母
ヲ
バ
マ
ウ
ケ
タ
ル
ナ

　
リ
。
其
行
時
ハ
又
児
玉
タ
ウ
ヲ
ム
コ
ニ
シ
タ
ル
也

と
あ
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
比
企
郡
が
比
企
氏
の
根

拠
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
建
仁
三
年
（
一
、
二
〇
三
）
，
八
月
、
北
条
時
政
が
頼
家
の
病
を
機

と
し
て
将
軍
の
権
能
を
二
分
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
頼

家
及
び
比
企
氏
を
挑
発
す
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
か
え
っ
て
比
企

能
員
は
謀
殺
、
頼
家
側
近
の
武
士
の
多
く
は
諒
殺
さ
れ
、
あ
る
い

は
配
流
さ
れ
た
。
そ
し
て
乱
後
、
後
継
将
軍
の
正
式
に
は
決
定
さ

れ
な
い
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
、

．
今
日
、
諸
御
家
人
等
所
領
如
元
可
領
掌
之
由
、
多
以
被
下
遠
州

　
（
時
政
）
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
御
書
、
是
危
世
上
故
也
、

と
時
政
が
幕
府
の
最
高
権
威
者
と
し
て
御
家
人
の
再
編
を
謀
り
、

政
所
別
当
の
地
位
に
つ
い
て
そ
の
実
質
的
権
限
を
も
収
め
た
。
し

か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゐ
）

　
武
蔵
国
諸
家
之
輩
、
対
遠
州
、
不
可
存
弐
之
旨
、
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武蔵国留守所惣検校職に就いて

を
誓
わ
せ
、
さ
ら
に
時
政
の
女
婿
平
賀
朝
雅
が
武
蔵
国
守
と
し
て

国
衙
行
政
権
を
確
保
し
て
く
る
。

　
し
か
る
に
武
蔵
国
内
の
武
士
団
に
対
す
る
統
率
権
は
依
然
惣
検

校
畠
山
重
忠
が
掌
握
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

元
久
元
年
（
一
、
二
〇
四
）
、
実
朝
の
室
坊
門
信
清
の
息
女
を
迎
え

る
た
め
に
上
洛
し
た
畠
山
重
忠
の
子
重
保
と
、
北
条
時
政
の
女
婿

巫
⊥
賀
朝
雅
と
の
口
論
に
端
を
発
し
た
元
久
二
年
六
月
の
所
謂
「
畠

山
重
忠
の
乱
」
は
、
国
守
朝
雅
と
惣
検
校
職
重
忠
と
の
対
立
で
あ

り
、
徐
々
に
相
武
二
国
の
直
接
支
配
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
た
北

条
氏
の
挑
発
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
比
企
氏
の
乱
に
よ
っ
て
確
保
し
た
国
衙
行
政
権
に

続
い
て
、
留
守
所
な
ら
び
に
武
蔵
国
内
の
武
士
団
に
対
す
る
統
率

権
1
1
惣
検
校
職
を
確
保
せ
ん
と
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
も
結
果
的
に
は
稲
毛
・
榛
谷
と
い
う
秩
父
一
族
も
と
も
に
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

討
さ
れ
、
さ
ら
に
重
忠
の
妻
の
実
家
で
あ
る
足
立
氏
も
何
ら
か
の

影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
足
立
氏
は
既
に
治
承
四
年
、
遠
元

が
頼
朝
よ
り
「
領
掌
郡
務
」
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

姓
な
ど
か
ら
し
て
も
足
立
郡
を
本
拠
地
と
す
る
、
郡
司
層
に
系
譜

を
ひ
く
武
士
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
比
志
島
文
書
」
四

に
収
め
る
「
元
弘
三
年
六
月
を
距
る
こ
と
遠
く
な
い
時
期
に
建
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

政
府
よ
り
足
利
氏
に
賜
わ
っ
た
恩
賞
地
の
目
録
と
考
え
ら
れ
る
」

文
書
は
、
旧
領
主
北
条
氏
一
門
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
度
々

利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
武
蔵
国
関
係
の
中
に
「
同
国
足
立

郡
泰
家
」
と
あ
る
。
泰
家
と
は
北
条
高
時
の
弟
で
元
弘
三
年
還
俗

し
て
「
刑
部
少
輔
時
興
」
と
名
の
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
が
、
重
忠

の
乱
後
、
同
郡
が
北
条
氏
領
化
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ

（
認
）

ろ
う
。

　
し
か
る
に
時
政
と
政
子
・
義
時
父
子
の
確
執
が
顕
在
化
し
、
平

賀
朝
雅
が
京
都
に
お
い
て
詠
せ
ら
れ
る
や
武
蔵
国
守
と
し
て
北
条

時
房
が
現
わ
れ
て
く
る
。
秩
父
一
族
の
ほ
と
ん
ど
が
既
に
滅
亡
し

て
お
り
、
時
房
が
武
蔵
守
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
衙
行

政
・
留
守
所
1
1
惣
検
校
職
が
北
条
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
牧
氏
の
陰
謀
を
失
敗
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
義
時
は
父
時
政

を
退
け
、
北
条
氏
内
部
の
抗
争
を
克
服
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
さ

ら
に
所
謂
「
北
条
執
権
政
治
体
制
」
確
立
を
目
指
す
た
め
に
、
当

面
の
最
大
の
敵
対
者
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
政

治
的
に
も
勢
力
的
に
も
相
模
国
に
住
す
る
侍
所
別
当
和
田
義
盛
以

下
一
族
を
お
い
て
他
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
所
謂
「
和
田
義
盛

の
乱
」
の
具
体
的
経
過
を
述
べ
る
こ
と
は
避
け
た
い
と
思
う
が
、

『
吾
妻
鏡
』
を
中
心
と
し
て
武
蔵
国
内
の
若
干
の
武
士
団
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。
同
書
建
保
元
年
（
一
、
二
＝
二
）
二
月
十
六
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日
条
に

　
依
安
念
法
師
白
状
、
謀
叛
輩
於
所
々
被
生
虜
之
、
所
謂
（
中
略
）

　
宿
屋
次
郎
泓
趾
加
郎
時
（
中
略
）
和
田
平
太
胤
長
軸
姻
嫉
舗
矧
瀟
襯
安

　
（
下
略
）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
和
田
胤
長
ら
と
と
も
に
謀
叛
の
輩
と
し
て

生
虜
さ
れ
た
宿
屋
氏
は
、
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
入
間
郡
の

条
に

　
先
祖
は
当
国
七
党
の
｝
つ
、
児
玉
惟
行
の
第
四
子
太
郎
経
行
に

　
出
づ
、
経
行
が
四
代
の
孫
太
郎
行
俊
、
此
の
地
に
来
り
住
せ

　
り
、
是
れ
当
所
宿
谷
氏
の
祖
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
武
蔵
七
党
児
玉
党
に
属
す
る
。
安
貞
・
寛

喜
年
間
、
得
宗
分
国
若
狭
の
守
護
代
と
な
っ
た
者
に
屋
戸
矢
実
永

　
（
3
0
）

が
お
り
、
さ
ら
に
弘
長
三
年
（
一
、
二
六
三
）
時
頼
の
病
に
際
し
て

は
人
々
の
群
参
を
禁
制
す
べ
き
由
を
尾
藤
太
浄
心
及
び
宿
屋
左
衛

門
尉
最
信
に
命
じ
て
い
る
。
尾
藤
氏
は
得
宗
被
官
中
、
家
令
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

勤
め
た
氏
族
で
あ
り
、
宿
屋
氏
も
和
田
義
盛
の
乱
後
、
被
官
化
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
（
一
、
二
＝
二
）
五
月
六
日
条
「
建

暦
三
年
五
月
二
日
三
日
合
戦
被
討
人
々
日
記
」
に
、
横
山
人
々
と

し
て
粟
飯
原
氏
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
正
応
六
年
（
一
、
二
九
三
）

の
所
謂
「
平
禅
門
の
乱
」
前
後
に
得
宗
家
の
使
者
と
し
て
『
親
玄

僧
正
日
記
』
に
散
見
す
る
。
さ
ら
に
円
覚
寺
文
書
徳
治
二
年
五
月

日
附
「
崇
演
融
判
円
覚
寺
大
斎
料
馨
定
文
」
に
も
粟
轟
左

衛
門
尉
・
粟
飯
原
後
家
・
粟
飯
原
右
衛
門
四
郎
な
ど
が
み
え
る
。

　
ま
た
元
弘
時
、
足
利
高
氏
の
六
波
羅
攻
略
に
際
し
北
条
越
後
守

仲
時
の
自
害
に
「
足
立
源
五
・
塩
谷
弥
太
郎
・
庄
左
衛
門
四
郎
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

藤
田
六
郎
・
金
子
十
郎
左
衛
門
」
が
殉
じ
て
い
る
が
、
塩
谷
以
下

の
諸
氏
は
所
謂
「
武
蔵
七
党
」
で
あ
り
、
足
立
氏
も
含
め
て
北
条

氏
被
官
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
武
蔵
七
党
は
、

平
安
末
期
に
は
惣
検
校
秩
父
重
綱
に
、
鎌
倉
前
期
に
は
比
企
氏
あ

る
い
は
畠
山
氏
に
、
そ
の
後
は
侍
所
別
当
和
田
義
盛
に
、
と
い
う

よ
う
に
そ
の
時
の
権
力
者
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
存

在
を
保
ち
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
和
田
義
盛
の
乱
以
後
、
北
条
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

に
吸
収
さ
れ
御
内
人
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
か
く
て
北
条
氏
は
畠
山
重
忠
の
乱
後
、
留
守
所
惣
検
校
職
を
確

保
し
て
在
庁
官
人
の
監
督
権
を
確
保
す
る
や
、
和
田
義
盛
の
乱
を

経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
武
蔵
七
党
を
始
め
と
す
る
武
蔵
国
武
±

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

団
を
そ
の
支
配
下
に
繰
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
平
安

末
期
、
秩
父
重
綱
が
惣
検
校
職
に
補
任
さ
れ
、
・
さ
ら
に
姻
戚
関
係

に
よ
っ
て
武
蔵
七
党
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
動
き
に
対
比
さ
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
近
年
し
だ
い
に
深
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
国
衙
の
軍
事
機
構

と
の
関
連
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
き
た
い
。
石
井
進
氏
が
十
一
、
十

二
世
紀
の
国
衙
軍
制
の
構
造
を
簡
略
に
図
式
化
さ
れ
た
も
の
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

難
肇
｛
醗
竺
魏
酌
轄

既
に
述
べ
て
き
た
秩
父
氏
こ
そ
B
の
地
方
豪
族
軍
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
秩
父
氏
は
惣
検
校
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
ー
有
力
在
庁
官
人
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
α
国
司
の
私
的

従
者
を
除
く
A
国
司
軍
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
姻
戚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

関
係
に
よ
っ
て
b
「
国
ノ
兵
共
」
に
比
定
し
え
る
武
蔵
七
党
を
掌

握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
条
氏
も
ま
た
国
司
軍

掌
握
を
目
的
と
し
て
惣
検
校
職
を
確
保
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
結
果
、
武
蔵
国
武
士
団
を
掌
握
し
た
北
条
氏
は
、
国
守
歴

任
と
い
う
高
次
元
で
の
武
蔵
国
支
配
の
可
能
性
を
拡
大
し
、
形
骸

化
し
た
惣
検
校
職
を
嘉
禄
二
年
に
至
っ
て
河
越
重
員
に
補
任
し
た

　
　
　
（
4
0
）

わ
け
で
あ
る
。

三
、
武
蔵
国
務
と
北
条
氏

　
武
蔵
国
は
相
模
国
と
と
も
に
鎌
倉
幕
府
草
創
期
に
多
く
の
武
士

団
を
結
集
し
え
た
国
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
全
時
代
を
通
じ
て
最
重
要

視
さ
れ
た
国
で
も
あ
る
。
佐
藤
進
一
氏
に
よ
れ
ば
、
守
護
は
鎌
倉

時
代
を
通
じ
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
守
護
の
権
限
は
国
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
と
い
う
。
今
、
武
蔵
守
補
任
者
を
抽
出
し

て
み
る
と
、
元
久
二
年
（
一
、
二
〇
五
）
、
畠
山
重
忠
の
乱
後
、
北

条
時
房
が
補
任
さ
れ
て
お
り
、
短
期
間
足
利
義
氏
、
源
親
広
の
補

任
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
泰
時
を
初
め
と
し
て
北
条
一

族
、
な
か
で
も
執
権
や
連
署
と
な
っ
た
者
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て

い
る
。

　
元
暦
元
年
（
一
、
一
入
四
）
六
月
二
十
目
の
除
目
に
頼
朝
の
吹
挙

に
よ
っ
て
武
蔵
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
平
賀
義
信
は
武
蔵
国
府
に
あ
っ

て
国
務
を
執
行
し
、
そ
の
成
敗
は
「
民
庶
雅
意
」
に
叶
う
と
称
せ

ら
れ
た
。
承
元
元
年
（
一
、
二
〇
七
）
四
月
、
北
条
時
房
が
武
蔵
守

に
補
任
さ
れ
た
時
、
幕
府
は
国
務
の
こ
と
は
故
義
信
入
道
の
例
に

任
せ
て
沙
汰
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
同
年
三
月
、
幕

府
は
武
蔵
国
内
の
荒
野
を
開
発
す
べ
き
こ
と
を
武
蔵
守
時
房
に
命

じ
て
お
り
、
さ
ら
に
建
暦
二
年
（
一
、
二
＝
一
）
二
月
、
時
房
は
武

蔵
守
と
し
て
「
国
務
条
々
興
行
沙
汰
」
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
現
任
国
司
が
国
務
を
執
行
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
『
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
（
一
、
二
三
九
）
六
月
六
日
条

に
は

　
武
蔵
国
請
所
等
用
途
夏
、
為
地
頭
沙
汰
、
毎
年
可
有
京
進
之
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
房
）

　
々
、
今
日
被
定
下
之
、
当
時
匠
作
所
令
国
務
給
也
、

と
あ
っ
て
、
武
蔵
国
務
を
執
行
し
て
い
る
者
が
匠
作
す
な
わ
ち
時

房
で
あ
っ
て
、
当
時
の
武
蔵
守
で
あ
る
朝
直
で
は
な
い
。
さ
ら
に

北
条
氏
は
延
応
二
年
（
一
、
二
四
〇
）
十
一
月
、
鎌
倉
・
六
浦
間
に

道
路
を
開
作
す
る
こ
と
を
定
め
た
が
、
そ
の
工
事
を
強
力
に
押
し

す
す
め
た
の
は
前
武
蔵
守
泰
時
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
現
任
国
司
以

外
の
者
が
国
務
を
執
行
し
て
い
る
事
実
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
寛
元
三
年
（
一
、
二
四
五
）
五
月
、
武
蔵
守
経
時
が
「
武
蔵
乃

貢
」
を
納
め
る
「
浜
御
倉
」
を
管
領
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
現

任
国
司
で
あ
る
と
同
時
に
北
条
氏
の
家
督
で
も
あ
っ
た
点
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
。

　
康
元
元
年
（
一
、
二
五
六
）
十
一
月
、
時
頼
は
執
権
職
を
長
時
に

譲
与
す
る
際
、
同
時
に
武
蔵
国
務
を
も
預
け
て
い
る
。
時
頼
が
武

蔵
国
守
に
任
官
さ
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
武
蔵

国
務
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
鶴
岡
八
幡
宮
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

書
文
永
三
年
（
一
、
二
六
六
）
五
月
二
日
附
「
北
条
時
宗
下
文
」
に

よ
る
と
、
相
模
守
時
宗
は
「
武
蔵
国
稲
目
・
神
奈
河
両
郷
役
夫
工

米
」
に
関
し
て
「
武
蔵
目
代
殿
」
に
下
知
を
加
え
て
い
る
。
当

時
、
既
に
武
蔵
国
務
が
北
条
氏
家
督
の
地
位
と
不
可
分
に
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
お
そ
ら
く
時
房
の
死
後
、
泰
時
・

経
時
・
時
頼
を
通
じ
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
石

井
進
氏
が
述
べ
ら
れ
た
、
武
蔵
国
衙
が
国
衙
領
に
対
し
て
「
国
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

五
升
米
」
を
徴
収
し
え
た
事
実
こ
そ
、
国
務
執
行
の
一
形
態
で
あ

ろ
う
し
、
国
務
を
遂
行
す
る
過
程
で
重
要
国
衙
領
に
対
し
て
北
条

氏
が
お
そ
ら
く
は
地
頭
職
を
確
保
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

（
4
4
）

る
。

結
び
に
か
え
て

　
北
条
氏
の
武
蔵
国
掌
握
は
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
比
企
の

乱
」
か
ら
「
和
田
義
盛
の
乱
」
に
至
る
争
乱
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ

た
。
こ
の
指
摘
は
こ
れ
ら
一
連
の
争
乱
を
北
条
執
権
政
治
体
制
成

立
過
程
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
成
果
に
異
論

を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
北
条
氏
の
動
向
を

全
て
】
体
的
・
平
面
的
に
と
ら
え
て
「
執
権
政
治
体
制
成
立
過

程
」
と
い
う
点
に
の
み
帰
結
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
余
り
に
も
結
果

論
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
執
権
制
の
本
質
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
政
変
に
は
特
殊
な
条
件

が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
殊
条
件
こ
そ
が
北
条
執
権
政
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治
体
制
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
は
ず
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
北
条
氏
の
武
蔵
国
掌
握
は
、
畠
山
重
忠
の
乱
後
、
惣
検

校
職
確
保
に
よ
る
留
守
所
へ
の
監
督
権
の
掌
握
1
1
国
司
軍
の
確
保

を
基
礎
と
し
て
、
比
企
氏
の
乱
後
、
北
条
氏
内
部
の
諸
矛
盾
を
も

解
決
し
、
北
条
氏
に
よ
る
国
守
補
任
1
1
国
務
執
行
権
を
確
保
し
え

た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
延
長
上
に
国
衙
領
の
北
条
氏
領
化
が
進
行

し
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
上
横
手
雅
敬
氏
「
鎌
倉
政
権
成
立
期
を
め
ぐ
る
近
業
」
（
『
法
制

　
　
史
研
究
』
1
1
）

（
2
）
　
武
蔵
国
の
北
条
氏
領
に
つ
い
て
は
奥
富
敬
之
氏
「
武
蔵
・
相
模

　
　
に
お
け
る
北
条
氏
得
宗
」
（
『
目
本
歴
史
』
㎜
）
に
紹
介
さ
れ
て
い

　
　
る
が
、
相
承
院
文
書
正
嘉
元
年
（
一
、
二
五
七
）
十
一
月
二
十
入
日

　
　
附
「
道
崇
靴
験
寺
領
寄
進
状
案
」
に
よ
れ
ば
、
入
東
郡
横
沼
郷
を

　
　
も
っ
て
大
慈
寺
内
釈
迦
堂
に
寄
進
し
て
お
り
、
同
年
十
二
月
二
目

　
　
に
至
っ
て
将
軍
宗
尊
親
王
家
政
所
よ
り
安
堵
の
下
文
が
発
せ
ら
れ

　
　
て
い
る
。
当
郷
の
北
条
氏
領
化
の
時
期
及
び
経
過
に
つ
い
て
は
全

　
　
く
不
明
で
あ
る
。
猶
、
奥
富
氏
の
指
摘
さ
れ
た
九
ヵ
所
に
横
沼
郷

　
　
を
加
え
て
表
示
し
て
お
き
た
い
。

久
良
郡
一

一

誓
曼
丑

桑太六入大佐麻六足
　　　東　　　郷

・浦 pｶ婁立
塚庄庄郷郷郷郷郷郡
R1881

　腐1
　↓匝豆1
　113321

112051

北金北監下美北陸北
　　　野
条沢条左作条奥条
　　　近
時実時　大権時五泰
　　　夫
政時頼将守顕郎家

比
志
島
文
書

大
慈
恩
寺
文

書比
志
島
文
書

鶴
岡
八
幡
宮

文
書

芦
名
古
文
書

相
承
院
文
書

吾
妻
鏡

吾
妻
鏡

比
志
島
文
書

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

薮
圭

゜
警
†
…

確
認
さ
れ
る
も
の

未
確
認
な
も
の

（
3
）
　
石
井
進
氏
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
（
『
史
学
雑

　
　
誌
』
7
8
1
1
2
）

（
4
）
　
武
蔵
国
と
北
条
氏
に
つ
い
て
は
奥
富
氏
註
（
2
）
論
文
。
ま
た

　
　
武
蔵
国
衙
に
つ
い
て
は
石
井
進
氏
「
金
沢
文
庫
古
文
書
に
あ
ら
わ

　
　
れ
た
鎌
倉
幕
府
下
の
武
蔵
国
衙
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
1
1
i
4
）

　
　
　
吾
妻
鏡
同
日
条
及
び
寛
喜
三
年
四
月
二
十
日
条

　
　
　
吾
妻
鏡
貞
永
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条

　
　
　
平
安
遺
文
縦
号

　
　
　
平
安
遺
文
猫
号

　
鎌
倉
遺
文
㎜
号
。
猶
、
五
味
克
夫
氏
「
大
隅
国
建
久
図
田
帳
小

考
」
（
『
日
本
歴
史
』
即
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
1
0
）
　
鎌
倉
遺
文
鵬
・
棚
号
に
は
「
惣
在
庁
」
な
る
も
の
の
存
在
が
、

　
　
ま
た
同
鰯
・
鰯
号
か
ら
豊
後
国
留
守
所
に
公
文
検
校
の
存
在
が
わ

　
　
か
る
。

（
1
1
）
　
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
と
郡
司
層
」
（
東
京
教
育
大
学
文
学
部

　
　
『
史
学
研
究
』
6
6
）

（
1
2
）
　
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
H
）

（
1
3
）
註
（
4
）
論
文

（
1
4
）
　
平
安
遺
文
補
脇
号

（
1
5
）
　
続
群
書
類
従
所
収
「
武
蔵
七
党
系
図
－
有
道
」
に
次
の
よ
う
に

　
　
記
載
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
平

経
行
ー
－
行
重
難
蝦
平
轟
養
子

　　

@　

|
行
高
籔
馳
郎

　
　
　
　
　
　
1
女
子
秩
父
権
守
重
綱
妻

（
1
6
）
　
安
田
一
7
5
久
氏
「
古
代
末
期
の
関
東
武
士
団
」
　
（
同
氏
編
『
日
本

　
　
封
建
制
成
立
の
諸
前
提
』
）

（
1
7
）
　
『
畠
山
重
忠
』
（
人
物
叢
書
9
2
）

（
1
8
）
　
「
『
惣
領
制
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
（
安
田
元
久
氏
編
『
日

　
　
本
封
建
制
成
立
の
諸
前
提
』

（
1
9
）
　
「
惣
領
制
と
幕
府
法
」
（
『
文
化
』
2
8
1
1
）

（
2
0
）
　
以
上
の
叙
述
は
吾
妻
鏡
に
よ
る
。
た
と
え
ば
治
承
四
年
九
月
二

　
　
十
入
日
、
二
十
九
日
条
、
同
年
十
月
五
目
条
、
同
年
十
一
月
十
四

　
　
目
条
な
ど
。

（
2
1
）
　
吾
妻
鏡
文
治
元
年
十
一
月
十
二
日
条
及
び
文
治
三
年
十
月
五
日

　
　
条

（
2
2
）
　
吾
妻
鏡
建
仁
二
年
九
月
二
十
一
日
条

（
2
3
）
　
吾
妻
鏡
寿
永
元
年
十
月
十
七
貝
条

（
泌
）
　
吾
妻
鏡
建
仁
三
年
九
月
十
日
条

（
2
5
）
吾
妻
鏡
建
仁
三
年
十
月
二
十
七
日
条

（
％
）
吾
妻
鏡
元
久
二
年
六
月
二
＋
二
日
条
に
「
小
次
郎
重
秀
警
甦

　
　
魏
」
と
あ
る
。

（
2
7
）
　
桑
山
浩
然
氏
「
室
町
幕
府
の
草
創
期
に
お
け
る
所
領
に
つ
い

　
　
て
」
（
『
中
世
の
窓
』
1
2
）

（
2
8
）
　
北
条
氏
の
得
た
所
職
は
恐
ら
く
郡
地
頭
職
で
あ
ろ
う
。
猶
、
入

　
　
間
田
宣
夫
氏
「
郡
地
頭
職
研
究
序
説
」
（
『
日
本
古
代
．
中
世
史
の

　
　
地
方
的
展
開
』
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
盛
－
筆
者
註
）

（
2
9
）
　
古
典
文
学
大
系
本
『
愚
管
抄
』
巻
第
六
に
は
「
ソ
レ
ニ
同
意
シ

　
　
タ
ル
児
玉
・
横
山
ナ
ン
ド
云
者
ハ
皆
ウ
セ
ニ
ケ
リ
」
と
あ
る
の
に

　
　
符
合
す
る
。

（
3
0
）
　
群
書
類
従
所
収
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」

（
3
1
）
　
吾
妻
鏡
弘
長
三
年
十
一
月
二
十
日
条

（
3
2
）
　
尾
藤
氏
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
御
内
人
”
尾
藤
氏
”
に
就
い

　
　
て
」
（
『
武
蔵
野
』
5
2
1
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
3
）
　
佐
藤
進
一
氏
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
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（
3
4
）
　
『
徽
棚
相
州
古
文
書
』
第
二
巻
娚
口
万

（
3
5
）
　
『
太
平
記
』
（
古
典
文
学
大
系
本
）
巻
第
九
「
越
後
守
仲
時
已
下

　
　
自
害
事
」

（
3
6
）
　
伊
藤
一
美
氏
「
武
蔵
七
党
と
北
条
氏
」
（
『
練
馬
郷
土
史
研
究
会

　
　
会
報
』
㎜
）

（
3
7
）
　
そ
の
際
、
武
蔵
国
に
は
両
総
に
お
け
る
上
総
氏
、
千
葉
氏
の
よ

　
　
う
な
豪
族
的
領
主
層
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
北
条
氏
に
有
利

　
　
に
作
用
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
猶
、
北
条
氏
と
両
総
に

　
　
つ
い
て
は
拙
稿
「
鎌
倉
政
権
下
の
両
総
－
北
条
氏
領
の
成
立
と
御

　
　
家
人
の
動
向
1
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
7
4
－
7
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
8
）
　
註
（
3
）
論
文

（
3
9
）
　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
四
月
二
十
日
条
に
は
武
蔵
国
在
庁
と
し

　
　
て
「
日
奉
実
直
、
同
弘
持
」
が
見
え
る
が
、
日
奉
氏
は
武
蔵
七
党

　
　
の
西
党
で
『
保
元
物
語
』
に
義
朝
に
従
う
輩
と
し
て
「
西
に
は
日

　
　
次
悪
次
」
と
あ
る
者
と
同
族
で
あ
ろ
う
。

（
4
0
）
　
重
員
の
旧
職
安
堵
に
つ
い
て
、
奥
富
氏
は
註
（
2
）
論
文
に
お
い

　
　
て
安
堵
す
る
権
限
は
泰
時
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て

　
　
河
越
氏
が
被
官
化
し
た
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

（
4
1
）
　
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』

（
4
2
）
　
『
徽
繍
相
州
古
文
書
』
第
二
巻
8
号

（
4
3
）
　
註
（
4
）
論
文

（
4
4
）
　
奥
富
氏
は
註
（
2
）
論
文
に
お
い
て
「
北
条
氏
は
武
蔵
の
国
務
掌

握
か
ら
郡
掌
握
へ
、
郡
掌
握
か
ら
郷
の
私
領
化
と
い
う
行
程
を
辿

っ
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
既
に
記
し
た
よ
う
に
足
立
郡
な

ど
は
畠
山
重
忠
の
乱
後
、
北
条
氏
領
化
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思

う
。
ま
た
国
衙
領
の
基
本
的
な
構
成
単
位
が
郡
・
郷
あ
る
い
は
別

名
な
ど
の
併
列
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
り
、

北
条
氏
領
化
が
「
国
ー
郡
ー
郷
」
と
い
う
上
か
ら
の
も
の
で
あ
っ

た
と
は
即
断
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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