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は
じ
め
に 

 

こ
の
た
び
、
新
た
に
一
通
の
北
政
所
宛
豊
臣
秀
吉
書
状
を
確
認
し
た
。
こ
の
史
料
は
、
加

治
木
島
津
家
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
令
和
元
年
八
月
、
姶
良
市
加
治
木
町
の
精
矛

神
社
で
行
っ
た
黎
明
館
「
戦
国
島
津
」
展
に
係
る
資
料
調
査
の
際
、
所
蔵
者
の
御
厚
意
で
本

史
料
を
閲
覧
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
同
展
で
は
、
本
史
料
の
研
究
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
公
表
・
公
開
を
見
送
っ
た
が
、
翌
年
一
月
、
所
蔵
者
の
意
向
で
史
料
の
重
要
性
や
資

料
保
存
の
た
め
、
島
津
義
弘
書
状
を
含
む
加
治
木
島
津
家
文
書
と
と
も
に
一
括
し
て
当
館
に

寄
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
当
館
で
筆
跡
な
ど
の
研
究
を
進
め
、
当
館
専
門
委

員
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
研
究
者
の
御
協
力
を
賜
り
、
こ
の
ほ
ど
豊
臣
秀
吉
自
筆
の
北

政
所
宛
書
状
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

本
稿
は
、
こ
の
史
料
（
以
下
、【
史
料
一
】）
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
史
料
の
背

景
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、【
史
料
一
】
の
前
後

に
書
か
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
自
筆
書
状
三
通
を
比
較
す
る
中
で
見
え
て
き
た
、
秀
吉
の
明
国
征

服
構
想
の
変
化
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

史
料
の
概
要 

 

【
史
料
一
】
は
、
昭
和
の
終
わ
り
頃
ま
で
、
ま
く
り
の
状
態
で
筒
の
中
に
保
管
さ
れ
て
い

た
が
、
所
蔵
者
に
よ
っ
て
掛
幅
に
装
丁
さ
れ
て
い
る
。
本
紙
の
法
量
を
示
す
と
、
縦
二
八
．

四
、
横
四
二
．
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

次
に
、【
史
料
一
】
の
翻
刻
文
と
読
み
下
し
文
を
掲
げ
、
内
容
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。 

 

【
史
料
一
】（
翻
刻
文
） 

こ
く
も
と
う
ね
ん
中
ニ
ハ 

と
り
可
申
と
存
候
あ
い
た 

か
ら
こ
く
ニ
う
つ
り
候
ハ
ヽ 

む
か
い
を
可
進
候 

か
し
く 

 
 
 

六
月
三
日 

（
墨
引
） 

 

な
こ
や
よ
り 

ま
ん
と
こ
ろ
殿 

大
か
う 

 

（
読
み
下
し
文
） 

こ
く
も
当
年
中
に
は
、 

と
り
申
す
べ
く
と
存
じ
候
間
、 

唐
国
に
遷
り
候
は
ば
、 

迎
い
を
進
ず
べ
く
候
、 

か
し
く
、 

六
月
三
日 

（
墨
引
） 

 

名
護
屋
よ
り 

ま
ん
ど
こ
ろ
殿 

大
閤 

く
わ
し
ほ
こ 

（
１
） 

（
３
） 

（
４
） 

史料１ 北政所宛豊臣秀吉書状 

（個人蔵 鹿児島県歴史・美術センター黎明館保管） 

ま
い
る 

ま
い
る 

（
２
） 
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【
史
料
一
】
の
差
出
人
は
「
大
か
う
」
で
、
豊
臣
秀
吉
で
あ
る
。「
公
卿
補
任
」
に
よ
れ
ば
、

秀
吉
は
天
正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
七
月
十
一
日
に
関
白
と
な
り
、
同
十
九
年
十
二
月
十
八

日
に
関
白
を
辞
し
た
。
そ
し
て
、
甥
の
秀
次
が
同
月
二
十
八
日
に
関
白
を
継
い
で
い
る
。
秀

吉
は
、
こ
れ
以
降
、
太
閤
と
呼
称
さ
れ
、
自
ら
も
太
閤
と
名
乗
っ
た
。
秀
吉
の
書
状
で
「
大

か
う
」
の
署
名
が
あ
る
の
は
、（
天
正
二
十
年
推
定
）
四
月
一
日
付
の
「
こ
や
宛
書
状
写
」
が

初
出
と
み
ら
れ
る
。 

宛
所
は
、「
ま
ん
と
こ
ろ
」
で
、
秀
吉
の
正
室
・
北
政
所
で
あ
る
。
秀
吉
の
自
筆
書
状
で
北

政
所
宛
の
宛
書
き
は
、「
ま
ん
と
こ
ろ
」、「
お
ね
」、「
ね
」「
ね
も
じ
」
が
知
ら
れ
る
。 

書
か
れ
た
場
所
は
「
な
こ
や
よ
り
」
と
あ
り
、
肥
前
名
護
屋
（
現
在
の
佐
賀
県
唐
津
市
）

で
あ
る
。
名
護
屋
は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
（
天
正
二
十
（
一
五
九
二
）
年
～
慶
長
三
（
一
五

九
八
）
年
）
に
お
け
る
国
内
の
軍
事
拠
点
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
秀
吉
の
命
令
に
よ
り
天

正
十
九
年
頃
か
ら
名
護
屋
城
の
築
城
が
進
め
ら
れ
た
。 

藤
井
讓
治
編
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
れ
ば
、

秀
吉
は
天
正
二
十
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
名
護
屋
に
在
陣
し
て
い

る
。
秀
吉
は
生
母
の
危
篤
の
報
を
受
け
て
一
旦
大
坂
に
戻
っ
た
が
、
同
年
十
一
月
一
日
に
再

び
名
護
屋
に
帰
陣
し
た
。
そ
の
後
、
翌
年
の
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
八
月
十
五
日
ま
で
名

護
屋
に
在
陣
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
一
】
が
書
か
れ
た
「
六
月
三
日
」
は
、
秀
吉

の
居
所
よ
り
、
天
正
二
十
年
も
し
く
は
文
禄
二
年
に
限
定
さ
れ
る
。 

【
史
料
一
】
の
本
文
に
お
い
て
、
秀
吉
は
、
今
年
中
に
は
征
服
す
る
と
豪
語
し
、「
唐
国
」

（
明
国
）
に
遷
っ
た
ら
、
北
政
所
の
元
に
迎
え
を
差
し
遣
わ
せ
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
短
い

文
章
な
が
ら
、
当
時
の
秀
吉
の
自
信
と
意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
内
容
か
ら
、【
史
料
一
】

は
文
禄
の
役
の
講
和
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
文
禄
二
年
六
月
当
時
の
書
状
と
は
考
え
が
た
く
、

天
正
二
十
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。 

さ
て
、
筆
者
は
、【
史
料
一
】
の
冒
頭
の
文
字
を
「
こ
く
も
」
と
翻
刻
し
た
。
こ
れ
だ
け
で

は
、
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
こ
れ
を
文
意
に
従
い
、
仮
に
「
か
ら
こ
く
も
」
の
よ
う
に
、
特

定
の
国
名
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
理
解
し
や
す
い
。 

こ
の
冒
頭
部
分
を
敢
え
て
、
誤
字
や
脱
字
を
気
に
し
な
い
秀
吉
の
伸
び
や
か
な
自
筆
書
状

の
特
徴
と
捉
え
、「
こ
く
も
」
を
「
国
も
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

「
こ
く
も
」
で
は
な
く
、「
定
而
（
定
め
て
）」
と
読
め
ば
、
き
っ
と
必
ず
や
今
年
中
に
は
明

国
を
征
服
す
る
と
い
う
秀
吉
の
意
志
を
読
み
取
れ
、
文
意
も
取
り
や
す
い
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
北
政
所
宛
の
秀
吉
の
自
筆
書
状
の
冒
頭
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
唐
突

な
文
章
表
現
に
感
じ
ら
れ
る
。
秀
吉
の
自
筆
書
状
は
、
仮
名
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
定

而
」
で
は
違
和
感
が
残
る
。 

お
そ
ら
く
、【
史
料
一
】
は
前
欠
の
断
簡
で
あ
り
、「
こ
く
も
」
に
つ
な
が
る
前
欠
部
分
が

存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
、
管
見
で
は
、
前
欠
部
分
に
相
当
す

る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。 

こ
の
「
こ
く
も
」
に
つ
な
が
る
言
葉
を
考
え
た
と
き
、
文
意
か
ら
推
測
す
れ
ば
、「
唐
」
や

「
高
麗
（
こ
う
ら
い
）」
が
思
い
浮
か
ぶ
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
秀
吉
の
自
筆
書
状
の
表
現
を

見
た
と
き
、「
異
国
（
い
こ
く
）」、「
唐
国
（
か
ら
こ
く
）」
も
し
く
は
「
大
明
国
（
だ
い
め
い

こ
く
）」
が
考
え
ら
れ
る
。
後
文
に
、「
唐
国
（
か
ら
こ
く
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
唐
国
（
か

ら
こ
く
）」
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
で
は
「（
唐
）
国
も
」
の
意
と
し
て
、
解
釈
し
て
お
き

た
い
。 

 

二 

史
料
の
伝
来 

 

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、【
史
料
一
】
が
加
治
木
島
津
家
に
伝
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら

述
べ
る
と
、伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、現
在
の
と
こ
ろ
全
く
の
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

加
治
木
島
津
家
は
、
初
代
藩
主
島
津
家
久
の
子
で
島
津
義
弘
の
孫
に
あ
た
る
島
津
忠
朗
を

始
祖
と
し
、
島
津
一
門
家
の
一
つ
で
あ
る
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
令
和
二
年
に
当
館
へ
寄
託

さ
れ
た
加
治
木
島
津
家
資
料
の
古
文
書
は
、
島
津
義
弘
が
妻
や
息
子
に
宛
て
た
書
状
を
中
心

と
し
た
加
治
木
島
津
家
文
書
（
五
巻
十
八
通
）、
系
図
二
巻
、
島
津
義
弘
の
和
歌
掛
幅
と
【
史

料
一
】
で
あ
り
、【
史
料
一
】
は
、
他
の
史
料
と
性
格
が
異
な
る
。 

（
５
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
８
） 

（
９
） 

（
10
） 

（
11
） 
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秀
吉
や
北
政
所
と
同
時
代
を
生
き
た
島
津
義
弘
あ
る
い
は
家
久
が
、
何
ら
か
の
経
緯
で
入

手
し
た
、も
し
く
は
後
世
に
購
入
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
、い
ず
れ
に
し
て
も
不
明
で
あ
る
。 

【
史
料
一
】
に
つ
な
が
る
前
欠
部
分
の
行
方
と
と
も
に
、
史
料
伝
来
の
経
緯
は
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。 

 

三 

史
料
の
背
景
と
意
義 
―
秀
吉
の
明
国
征
服
構
想
の
変
化
― 

 

（
一
） 

文
禄
の
役
の
展
開 

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、【
史
料
一
】
の
背
景
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
意
義
を
考
察
し
て
み
た

い
。 豊

臣
秀
吉
が
明
国
の
征
服
を
目
指
し
て
始
め
た
文
禄
・
慶
長
の
役
は
、
天
正
二
十
年
四
月

に
開
戦
し
た
。
四
月
十
二
日
、
小
西
行
長
、
宋
義
智
等
の
第
一
軍
が
釜
山
浦
に
入
り
、
翌
日

に
は
釜
山
鎮
を
攻
略
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
勢
は
破
竹
の
勢
い
で
進
撃
を
続
け
、
五
月
三
日
、

加
藤
清
正
等
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
都
漢
城
が
陥
落
し
た
。 

同
月
十
六
日
、
漢
城
陥
落
の
報
せ
を
受
け
た
秀
吉
は
、
自
ら
渡
海
し
て
明
国
へ
攻
め
入
る

意
志
を
表
明
し
、
船
の
調
達
や
御
座
所
の
普
請
な
ど
、
そ
の
用
意
を
始
め
る
よ
う
命
じ
た
。

さ
ら
に
、
同
月
十
八
日
に
は
関
白
秀
次
宛
の
覚
書
に
、
明
国
征
服
を
前
提
と
し
て
、
明
後
年

に
は
後
陽
成
天
皇
を
北
京
に
遷
し
て
北
京
周
辺
の
十
カ
国
を
進
上
し
、
秀
次
を
「
大
唐
」
の

関
白
に
就
け
る
こ
と
な
ど
の
構
想
を
示
し
て
い
る
。 

秀
吉
は
、
朝
鮮
で
の
快
進
撃
を
受
け
て
朝
鮮
渡
海
を
予
定
し
て
い
た
が
、
徳
川
家
康
と
前

田
利
家
が
こ
れ
に
反
対
し
た
。
家
康
等
は
、
季
節
柄
波
風
が
強
く
秀
吉
の
身
に
万
一
の
こ
と

が
あ
れ
ば
「
天
下
相
果
」
て
る
と
渡
海
の
延
期
を
主
張
し
、
朝
鮮
で
の
士
気
向
上
の
た
め
に

渡
海
を
勧
め
る
石
田
三
成
と
の
間
で
議
論
さ
れ
た
。
六
月
二
日
、
秀
吉
は
延
期
を
認
め
、
秀

吉
の
渡
海
は
翌
年
三
月
と
決
ま
っ
た
。 

こ
の
渡
海
延
期
に
つ
い
て
、
中
野
等
氏
は
、
秀
吉
の
直
轄
軍
と
東
国
か
ら
の
後
続
軍
を
朝

鮮
に
渡
海
さ
せ
る
だ
け
の
船
の
輸
送
力
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
、
李
舜
臣
等
が
率
い
る
朝
鮮

水
軍
の
反
攻
も
渡
海
を
延
期
さ
せ
た
背
景
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。 

六
月
三
日
、
秀
吉
は
、
朝
鮮
在
陣
の
諸
将
に
明
国
攻
め
の
陣
立
て
と
指
示
の
檄
文
を
送
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
「
六
月
三
日
令
」
と
呼
ば
れ
る
秀
吉
の
軍
令
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
に
は
増

田
長
盛
・
石
田
三
成
・
大
谷
吉
継
ら
の
奉
行
衆
や
小
姓
衆
を
派
遣
し
て
、
朝
鮮
の
統
治
に
当

た
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。【
史
料
一
】
は
、
こ
の
「
六
月
三
日
令
」
と
同
日
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。 

 

（
二
） 

秀
吉
の
四
通
の
自
筆
書
状 

と
こ
ろ
で
、
六
月
三
日
前
後
に
書
か
れ
た
秀
吉
の
自
筆
書
状
に
は
、
五
月
六
日
付
の
宰
相

宛
書
状
（【
史
料
二
】）
と
、
お
ね
宛
書
状
（【
史
料
三
】）、
六
月
二
十
日
付
の
こ
や
宛
書
状
（【
史

料
四
】）
の
三
通
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
と
【
史
料
一
】
を
比
較
し
て
、
当
時
の
秀
吉

の
明
国
征
服
の
想
定
や
心
境
の
変
化
を
読
み
取
っ
て
み
た
い
。 

ま
ず
、
五
月
六
日
付
の
宰
相
宛
書
状
か
ら
見
て
み
よ
う
。 

 

【
史
料
二
】 

（
前
略
）
…
は
や
〳
〵
こ
う
ら
い
の
し
ろ
〳
〵
と
り
申
、
こ
う
ら
い
の
ミ
や
へ
も
と
り

ま
か
せ
に
人
数
つ
か
ハ
せ
申
、
か
ら
お
も
九
月
こ
ろ
に
ハ
と
り
可
申
、
九
月
の
せ
つ
く

の
御
ふ
く
ハ
、
か
ら
の
ミ
や
こ
に
て
う
け
と
り
可
申
候
、
一
た
ん
と
わ
れ
〳
〵
そ
く
さ

い
に
て
、
め
し
お
も
あ
か
り
候
、
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
候
へ
く
候
、
か
ら
を
と
り
候

て
、
そ
も
し
さ
ま
の
む
か
い
を
参
上
可
申
候
、
か
し
く
、 

 
 
 

五
月
六
日 

 
「 

 

（
墨
引
） 

 
 
 
 
 
 

な
こ
や
よ
り 

 
 
 
 

さ
い
し
や
う 

 
 
 
 
 
 
 

大
か
う 

」 

 

宰
相
は
、
大
政
所
の
侍
女
の
宰
相
の
局
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
質
的
に
は
秀
吉
が
生
母

（
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） 
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の
大
政
所
に
宛
て
た
書
状
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
で
秀
吉
は
、
老
母
へ
の
気
遣
い

と
と
も
に
、
明
国
を
征
服
し
て
、
九
月
に
は
明
国
の
都
で
重
陽
の
節
句
の
祝
儀
を
受
け
取
り

た
い
と
抱
負
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
明
国
を
手
に
入
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
あ
な
た
様
（
母

上
）
を
お
迎
え
し
ま
す
と
述
べ
て
い
る
。 

次
に
、
同
日
付
の
お
ね
宛
書
状
を
見
て
み
よ
う
。 

 

【
史
料
三
】 

（
前
略
）
…
か
な
ら
す
〳
〵
こ
う
ら
い
の
ミ
や
こ
と
り
候
て
、
や
か
て
〳
〵
大

か
う
さ
ま
も
御
さ
候
ハ
ん
と
お
ほ
し
め
し
候
、 

せ
つ
く
の
か
た
ひ
ら
い
ろ
〳
〵
と
り
そ
ろ
へ
給
候
、
め
て
た
く
ゆ
く
久
し
く
と
ゆ
わ
い

候
て
め
し
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
候
へ
く
候
、
九
月
の
せ
つ
く
ハ
か
ら
に
て
う
け
と
り

可
申
と
存
候
、
は
や
〳
〵
こ
う
ら
い
し
ろ
〳
〵
お
ゝ
く
と
り
申
候
あ
い
た
、
こ
う
ら
い

の
ミ
や
こ
ゑ
ハ
、
こ
の
方
よ
り
と
り
候
ふ
ね
つ
き
よ
り
ハ
廿
ち
御
さ
候
よ
し
申
候
、
は

や
〳
〵
こ
う
ら
い
の
ミ
や
こ
お
さ
い
て
人
数
つ
か
ハ
せ
候
間
、
や
か
て
ミ
や
こ
お
も
と

り
可
申
候
、
御
心
や
す
く
候
へ
く
候
、
ふ
ね
お
そ
ろ
へ
申
候
て
、
や
か
て
あ
と
の
人
数

お
も
こ
さ
せ
可
申
候
、
か
ら
お
も
と
り
可
申
候
間
、
そ
も
し
の
む
か
い
お
め
て
た
く
可

進
之
候
、
か
し
く
、 

 
 
 

五
月
六
日 

 

「 
 
 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

な
こ
や
よ
り 

 
 
 
 
 

お
ね 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
か
う 

ま
い
る 

返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

こ
の
史
料
は
、【
史
料
二
】
と
同
様
に
、
北
政
所
に
も
九
月
の
節
句
の
祝
儀
は
明
国
で
受
け

取
り
た
い
、
明
国
を
手
に
入
れ
た
ら
、
そ
な
た
を
お
迎
え
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。 

【
史
料
二
・
三
】
は
、
い
ず
れ
も
秀
吉
が
漢
城
陥
落
の
報
せ
を
受
け
る
前
に
書
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
朝
鮮
で
の
戦
況
に
有
頂
天
で
あ
っ
た
秀
吉
の
様
子
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
秀
吉
の

い
さ
さ
か
誇
張
気
味
な
自
信
の
表
明
と
も
受
け
取
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
九
月
に
は
明

国
を
征
服
す
る
と
い
う
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

次
に
、
六
月
二
十
日
付
の
こ
や
宛
書
状
を
見
て
み
よ
う
。 

 

【
史
料
四
】 

か
へ
す
〳
〵
は
や
〳
〵
こ
ら
い
ゑ
ハ
、
う
ミ
の
お
も
て
な
ミ
あ
ら
く
候
ま
ゝ
、

は
る
ニ
な
り
候
て
こ
し
可
申
ま
ゝ
、
心
や
す
く
候
へ
く
候
、 

文
給
候
、
う
れ
し
く
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
に
と
う
ふ
く
・
は
か
ま
め
つ
ら
し
き

お
給
候
、
一
き
に
あ
い
候
、
一
日
申
こ
と
く
、
か
う
ら
い
へ
ハ
、
三
月
一
た
ん
と
う
ミ

の
お
も
て
よ
く
候
と
申
ま
ゝ
、
は
る
ま
て
の
へ
申
、
な
こ
や
に
て
と
し
お
と
り
可
申
候
、

こ
ら
い
へ
は
や
大
く
わ
ん
つ
か
わ
せ
候
、
な
こ
や
の
ふ
し
ん
を
さ
せ
申
候
、
そ
こ
ほ
と

へ
こ
し
候
て
、
一
た
ん
さ
ひ
し
く
候
ハ
ん
と
お
し
は
か
り
申
候
、
か
し
く
、 

六
月
廿
日 

こ
や 

 
 

大
か
う 

 

こ
や
は
、
北
政
所
の
侍
女
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
書
状
は
実
質
的
に
は
北
政
所
宛
に

書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
で
は
、
朝
鮮
へ
の
渡
海
は
、
浪
が
荒
い
た

め
穏
や
か
な
来
春
の
三
月
に
延
期
し
、
名
護
屋
で
年
を
越
す
こ
と
、
朝
鮮
に
代
官
を
派
遣
す

る
こ
と
を
伝
え
、
安
心
す
る
よ
う
に
と
書
か
れ
て
い
る
。 

文
中
に
「
文
給
は
り
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
政
所
か
ら
秀
吉
に
対
し
て
書
状
が
送
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
秀
吉
の
渡
海
を
案
じ
た
り
、
気
遣
っ
た
り
す
る

言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
書
状
は
、
胴
服
や
袴
な
ど
と
一
緒
に
届
け
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料
四
】
に
は
、【
史
料
二
・
三
】
に
見
る
よ
う
な
、
明
国
征
服
の
自
信
を
う
か
が
わ
せ

る
文
言
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
単
に
秀
吉
が
明
国
征
服
云
々
を
語
ら
な
か
っ
た
の
で
は
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） 

（ 

海 

） 

（ 
 

面 
 

） 

（ 

波 

） 

（ 

春 

） 

（ 
 

道 

服 
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な
く
、
年
内
の
明
国
征
服
の
実
現
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
秀
吉
自
身
が
強
く
認
識

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
。 

以
上
、
三
通
の
書
状
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、【
史
料
一
】
を
見
て
み
た
い
。 

【
史
料
一
】
は
、
先
の
【
史
料
二
・
三
】
と
同
様
、
明
国
征
服
後
に
は
、
迎
え
を
差
し
遣

わ
せ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
当
年
中
に
は
、
と
り
申
す
べ
く
と
存
じ
候
間
」
と
、

「
九
月
ま
で
」
に
明
国
を
征
服
す
る
と
い
う
構
想
が
「
年
内
（
当
年
中
）」
へ
と
後
退
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
秀
吉
が
思
い
描
い
た
明
国
征
服
の
目
標
修
正
と
も
捉
え
ら
れ

よ
う
。 

で
は
、
秀
吉
の
目
標
は
何
故
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

六
月
二
日
の
秀
吉
自
身
の
渡
海
延
期
の
判
断
に
、
朝
鮮
水
軍
の
反
攻
が
影
響
し
て
い
る
と

い
う
中
野
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
秀
吉
は
、
朝
鮮
で
の
戦
局
悪
化
を
受
け
て
、
九

月
ま
で
の
明
国
征
服
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
秀
吉
は
、
征
服
自
体
を
諦
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
年
内
に
必
ず
成

し
遂
げ
た
い
と
い
う
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、【
史
料
一
】
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

お
わ
り
に 

 

今
回
確
認
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
自
筆
の
書
状
（【
史
料
一
】）
は
、
天
正
二
十
（
一
五
九
二
）

年
六
月
三
日
付
で
秀
吉
が
北
政
所
に
、
名
護
屋
か
ら
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
本
史
料
の
前
後
に
書
か
れ
た
秀
吉
の
自
筆
書
状
三
通
と
の
比
較
か
ら
、
秀
吉

の
明
国
征
服
の
想
定
と
心
境
の
変
化
を
読
み
取
り
、
本
史
料
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
た
。 

す
な
わ
ち
、
秀
吉
は
、
五
月
六
日
の
時
点
で
は
九
月
の
明
国
征
服
実
現
を
構
想
し
て
い
た

が
、
六
月
三
日
に
な
る
と
、
戦
局
の
悪
化
か
ら
年
内
の
実
現
へ
と
後
退
す
る
。
さ
ら
に
、
六

月
二
十
日
に
は
、
年
内
の
征
服
が
現
実
的
に
厳
し
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
明
国
征
服
に
は
言

及
し
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
天
正
二
十
年
五
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
二
か

月
間
に
お
け
る
、
秀
吉
の
明
国
征
服
に
対
す
る
自
信
の
陰
り
と
、
征
服
構
想
の
後
退
を
読
み

取
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
国
征
服
を
も
く
ろ
む
秀
吉
の
目
標
修
正
を
示
す
も
の
と
捉
え
ら

れ
る
。 

本
史
料
の
前
紙
に
相
当
す
る
部
分
の
行
方
と
伝
来
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
調

査
研
究
を
継
続
し
、
本
稿
の
解
釈
に
つ
い
て
、
先
学
諸
賢
の
御
指
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。 

 

註 

 

（ 
 

）
本
史
料
の
存
在
は
、
島
津
義
秀
『
薩
摩
の
秘
剣
』（
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
に
紹

介
が
あ
る
が
、
こ
の
た
び
、
真
筆
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
内
容
の
検
討
を
行
っ
た
。 

（ 
 

）
黎
明
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
島
津
義
弘
没
後
四
百
年
記
念

展
「
戦
国
島
津
」（
会
期
：
令
和
元
年
十
月
一
日
～
十
一
月
四
日
、
会
場
：
鹿
児
島
県
歴

史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
第
二
特
別
展
示
室
）。
同
展
の
資
料
調
査
は
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
一
般
共
同
研
究
「
島
津
義
弘
発
給
文
書
の
総
合
的
研
究
」
の
一
環
と
し
て
実
施
。

『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
第
五
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
八
～
一
四
九
頁
参
照
。 

（ 

）
五
味
克
夫
編
『
鹿
児
島
県
史
料
拾
遺
（
Ⅷ
）』（「
鹿
児
島
県
史
料
拾
遺
」
刊
行
会
、
一

九
六
六
年
）、『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
拾
遺
家
わ
け
六
』（
鹿
児
島
県
、
一
九
九
六

年
）
の
五
味
克
夫
氏
「
解
題
」
を
参
照
。
ま
た
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
書
の
影
写

本
「
大
隅
加
治
木
島
津
男
爵
家
文
書
」（
一
九
三
一
年
撮
影
）
中
に
は
豊
臣
秀
吉
書
状
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。 

（ 
）
装
丁
前
に
【
史
料
一
】
を
収
め
て
い
た
筒
は
、
黒
漆
塗
り
木
製
で
、
法
量
は
、
径
六
．

五
、
長
さ
五
三
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
筒
に
は
付
箋
が
あ
り
、
大
部
分
は
欠

損
に
よ
り
判
読
困
難
で
あ
る
が
、「
□
□
□
□
□
ノ
牘
」（
□
は
、
判
読
不
明
文
字
の
一

字
分
を
示
す
）
の
文
字
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
筒
は
、【
史
料
一
】
が
加
治
木
島
津
家
に

伝
わ
っ
た
当
初
か
ら
使
用
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、
後
に
転
用
し
た
も
の
な
の
か
は
、

２ ３ ４ 
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不
明
で
あ
る
。 

（ 

）『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

公
卿
補
任
第
三
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
四
九

一
～
五
〇
一
頁
。 

（ 

）
太
閤
は
、
摂
政
や
太
政
大
臣
の
敬
称
、
関
白
を
辞
し
て
そ
の
位
を
子
に
譲
っ
た
者
の

称
号
。『
国
史
大
辞
典
第
八
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
七
二
八
～
七
二
九
頁
。 

（ 

）『
日
本
随
筆
大
成
』
所
収
「
こ
や
宛
書
状
写
」。
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣
秀
吉
文

書
集 

第
五
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
三
九
九
九
番
参
照
。
以
降
、
本
稿
で

引
用
す
る
際
は
、『
豊
臣
五
』
三
九
九
九
番
の
よ
う
に
略
す
。『 

』
内
に
巻
番
号
、
外

に
文
書
番
号
を
記
す
。
ま
た
、
史
料
を
引
用
す
る
場
合
、
引
用
文
献
の
表
記
に
従
っ
た
。 

（ 

）
桑
田
忠
親
『
太
閤
の
手
紙
』（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
九
年
）
参
照
。 

（ 

）『
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
・
韓
国
国
立
晋
州
博
物
館
学
術
交
流
記
念 

特
別
企
画

展 

秀
吉
と
文
禄
・
慶
長
の
役
』（
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）
二
八

～
二
九
頁
参
照
。
『
平
成
三
十
年
度
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
開
館
二
十
五
周
年
記

念
特
別
企
画
展 

肥
前
名
護
屋
―
幻
の
巨
大
都
市
―
』（
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
、

二
〇
一
八
年
）
参
照
。 

（ 

）
藤
井
讓
治
編
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
七
二

～
八
三
頁
。 

（ 

）
安
藤
保
氏
の
教
示
に
よ
る
。 

（ 

）
加
藤
清
正
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
天
正
二
十
年
）
五
月
十
六
日
付
（
佐
賀
県
立
名
護

屋
城
博
物
館
蔵
）。『
豊
臣
五
』
四
〇
九
〇
番
。 

（ 

）
関
白
宛
覚
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
天
正
二
十
年
）
五
月
十
八
日
付
（
前
田
育
徳
会
蔵 

尊

経
閣
文
庫
文
書
）。『
豊
臣
五
』
四
〇
九
七
番
。 

（ 

）「
等
持
院
文
書
」
北
山
等
持
院
宛
西
笑
承
兌
書
状 

天
正
二
十
年
六
月
日
付
。
北
島
万

次
編
『
豊
臣
秀
吉
朝
鮮
侵
略
関
係
史
料
集
成 

第
一
巻
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
）
三

七
八
～
三
七
九
頁
。 

（ 

）
中
野
等
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
七
六
～
七
八
頁
参
照
。 

（ 

）
前
掲
註
15
中
野
書
七
八
～
八
一
頁
参
照
。 

（ 

）
さ
い
し
や
う
（
宰
相
）
宛
自
筆
書
状
（
天
正
二
十
年
）
五
月
六
日
付
（『
豊
太
閤
真
蹟

集
』）。『
豊
臣
五
』
四
〇
七
四
番
。 

（ 

）
お
ね
宛
自
筆
書
状
（
天
正
二
十
年
）
五
月
六
日
付
（
徳
川
美
術
館
蔵
）。『
豊
臣
五
』

四
〇
七
三
番
。 

（ 

）
こ
や
宛
自
筆
書
状
（
天
正
二
十
年
）
六
月
廿
日
付
（
毛
利
博
物
館
蔵
）。『
豊
臣
五
』

四
一
八
〇
番
。 

（ 

）
秀
吉
の
第
一
次
名
護
屋
在
陣
中
（
天
正
二
十
年
四
月
二
十
五
日
～
同
年
七
月
二
十
二

日
）、
秀
吉
の
自
筆
書
状
と
し
て
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
通

と
【
史
料
一
】
を
併
せ
た
四
通
で
あ
る
。 

（ 

）
桑
田
忠
親
『
豊
臣
秀
吉
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）
五
七
七
頁
参
照
。 

（ 

）
前
掲
註
８
桑
田
書
一
八
九
頁
参
照
。 

（ 

）
前
掲
註
15 

 

付
記
・
謝
辞 

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
「
島
津
義
弘
発
給
文
書

の
総
合
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
内
倉
昭
文
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

本
稿
の
執
筆
及
び
公
開
に
当
た
っ
て
、
御
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
史
料
の
所
蔵
者
の
島
津

義
秀
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
史
料
に
つ
い
て
、
当
館
専
門
委
員
・
史
料

編
さ
ん
顧
問
で
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
安
藤
保
氏
、
当
館
史
料
編
さ
ん
顧
問
で
志
學
館
大
学

教
授
の
原
口
泉
氏
、
当
館
専
門
委
員
で
鹿
児
島
大
学
教
授
の
日
隈
正
守
氏
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
准
教
授
の
村
井
祐
樹
氏
、
同
助
教
の
小
瀬
玄
士
氏
及
び
畑
山
周
平
氏
、
当
館
調
査
史

料
室
長
の
栗
林
文
夫
氏
、
同
学
芸
課
学
芸
専
門
員
の
崎
山
健
文
氏
及
び
吉
村
晃
一
氏
に
は
貴

重
な
御
指
導
と
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
末
文
な
が
ら
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

（
お
の 

き
ょ
う
い
ち 

学
芸
課
主
査
） 
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