
賀
茂
流
蹴
鞠
の
盛
衰
に
関
す
る
覚
書 

︱
賀
茂
別
雷
神
社
⽂
書
の
蹴
鞠
関
係
⽂
書
か
ら
︱ 

⼭
本 

宗
尚 

 
 

は
じ
め
に 

 

蹴
鞠
は
仏
教
な
ど
と
と
も
に
約
千
四
百
前
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
︑

⽇
本
で
は
独
⾃
の
発
展
を
遂
げ
て
現
在
に
伝
わ
る
球
技
の
⼀
つ
で
あ
る
︒
皇
極
天
皇

四
年
︵
六
四
四
︶
に
法
興
寺
に
お
け
る
鞠
会
で
中
⼤
兄
皇
⼦
と
中
⾂
鎌
⾜
が
親
し
く

な
り
︑
⼤
化
の
改
新
の
き
か
け
と
な
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
︑
平
安
時
代
は

主
に
貴
族
の
間
で
親
し
ま
れ
︑
次
第
に
蹴
鞠
の
所
作
が
洗
練
さ
れ
た
︒
家
職
と
し
て

教
授
︑
免
状
の
発
給
を
⾏
う
公
家
が
現
れ
る
︵
⼀
般
に
公
家
鞠
と
称
す
る
︶︒
時
代

が
下
が
る
に
つ
れ
て
︑
武
家
・
庶
⺠
に
も
広
く
楽
し
ま
れ
︵
公
家
鞠
に
対
し
て
地
下

鞠
と
称
す
る
︶︑
曲
芸
の
⼀
種
と
し
て
興
⾏
が
⾏
わ
れ
る
こ
と
も
あ
た
︒ 

蹴
鞠
の
研
究
は
国
⽂
・
歴
史
学
以
外
に
も
ス
ポ
ツ
学
や
造
園
学
な
ど
の
観
点

か
ら
も
進
め
ら
れ
て
お
り
︑
総
説

１
や
解
説
書

２
な
ど
も
刊
⾏
さ
れ
て
い
る

３
︒
た
だ

し
︑
対
象
は
公
家
鞠
が
主
で
あ
り
︑
地
下
鞠
に
関
す
る
も
の
︑
特
に
賀
茂
別
雷
神
社

の
社
家
に
よ
る
蹴
鞠
︵
賀
茂
流
︶
に
関
し
て
は
︑
先
⾏
研
究
の
中
に
散
在
的
に
現
れ

る
に
と
ど
ま
る
︒
公
家
鞠
の
作
法
に
は
︑
後
に
⽰
す
よ
う
に
賀
茂
⽒
の
伝
書
を
引
く

も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
か
ら
︑
賀
茂
⽒
の
蹴
鞠
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
︑
蹴
鞠
の
源
流
を
探
る
上
で
少
な
か
ら
ず
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
︒ 

本
報
告
は
︑
賀
茂
⽒
と
蹴
鞠
の
関
係
や
関
連
⽂
書
の
所
在
を
ま
と
め
︑
賀
茂
別

雷
神
社
⽂
書
に
遺
さ
れ
た
史
料
か
ら
︑
特
に
賀
茂
流
蹴
鞠
の
衰
退
期
に
あ
た
る
︑
⼗

六
世
紀
前
後
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
賀
茂
⽒
の
⽣
没
年

や
事
蹟
は
︑
特
に
断
り
が
な
い
限
り
﹃
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図
﹄︵
以
下
︑
賀
茂
系
図
︶

に
よ
る
︒
⼈
名
の
⽐
定
は
賀
茂
系
図
デ
タ
ベ
ス

４
を
使
⽤
し
た
︒ 

 

⼀ 

賀
茂
流
蹴
鞠
の
盛
衰 

 

本
項
で
は
︑
賀
茂
⽒
と
蹴
鞠
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
先
⾏
研
究
や
史
料
を
拾
い

な
が
ら
通
史
と
し
て
ま
と
め
る
︒ 

賀
茂
⽒
と
蹴
鞠
と
の
関
わ
り
で
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
︑
平
安
時
代
の
後
期
︑
鞠

聖
と
称
さ
れ
る
藤
原
成
通
の
師
で
あ
る
賀
茂
成
平
︑
難
波
・
⾶
⿃
井
両
家
の
祖
藤
原

頼
輔
の
師
で
成
平
の
⼦
で
あ
る
家
平
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
師
弟
だ
け
で
な
く
親
戚
関



係
に
も
あ
り
︑
頼
輔
の
著
﹃
蹴
鞠
⼝
伝
集
﹄
に
は
彼
ら
の
名
が
頻
出
す
る
︒
成
平
の

祖
⽗
成
助
は
︑
鞠
が
跳
ね
上
が
り
難
し
く
落
ち
る
枝
ぶ
り
の
⽊
﹁
雲
分
の
懸
﹂
を

﹁
わ
ざ
と
植
へ
た
﹂

５
と
描
か
れ
︑
成
平
は
⽗
成
継
に
よ
る
﹁
仕
⽴
て
た
る
鞠
⾜
﹂

で
︑
上
⾜
が
履
く
燻
⾰
を
⽤
い
て
い
る

６
︒
村
⼾

７
は
︑
下
級
官
⼈
が
掌
握
す
る
諸

芸
︵
遊
戯
︶
か
ら
院
政
期
に
⼊
る
と
急
激
に
芸
道
化
す
る
変
化
を
他
の
諸
芸
と
の
か

か
わ
り
で
述
べ
︑
さ
ら
に
成
平
⾃
⾝
も
上
﨟
の
鞠
を
学
び
社
会
的
公
認
を
得
て
上
臈

に
対
し
て
も
師
範
的
⽴
場
と
な
る
様
を
⽰
し
て
い
る
︒﹁
蹴
鞠
の
事
実
上
の
道
祖
﹂

８
﹁
蹴
鞠
の
源
は
賀
茂
よ
り
出
で
し
な
り
﹂

９
と
の
⾔
及
も
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
対

応
す
る
︒ 

家
平
の
⼦
幸
平
も
︑
後
⿃
⽻
上
皇
の
鞠
会
に
度
々
召
さ
れ
︑
名
誉
の
役
で
あ
る

上
鞠
を
務
め
た
の
み
な
ら
ず
︑
累
代
蹴
鞠
を
嗜
ん
だ
宿
⽼
と
し
て
⾺
を
与
え
ら
れ
る

な
ど
︑
当
代
名
⾜
の
⼀
⼈
で
あ
た
︒
そ
の
ほ
か
︑
上
賀
茂
社
へ
の
御
幸
時
に
も
鞠

会
が
催
さ
れ
て
お
り
︑﹁
⼆
⿃
居
懸
﹂
の
存
在
も
知
ら
れ
る

１
０

︒
能
久
三
男
の
⽒
久

は
実
は
後
⿃
⽻
上
皇
の
落
胤
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
蹴
鞠
を
伝
え
た
松
下
家
に
後
⿃
⽻

院
宸
翰
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と

１
１

も
︑
蹴
鞠
を
通
じ
て
院
と
密
接
な
間
柄
で
あ

た
こ
と
を
⽰
唆
し
て
い
る
︒ 

後
⽩
河
院
や
後
⿃
⽻
院
の
時
代
に
は
︑
賀
茂
⽒
に
よ
ら
ず
侍
層
︵
下
北
⾯
︶
の

鞠
⾜
も
貴
族
に
交
じ
て
鞠
会
に
参
加
し
て
い
た
︒
晴
れ
の
鞠
会
で
は
︑
ま
ず
懸
の

枝
葉
に
つ
い
た
露
を
落
と
す
た
め
に
鞠
を
蹴
か
け
る
﹁
露
払
﹂
が
あ
り
︑
こ
れ
に
賀

茂
⽒
を
は
じ
め
侍
層
が
担
当
し
︑
鞠
会
が
進
む
に
つ
れ
︑
鞠
⾜
と
し
て
座
に
⽴
た
︒

鎌
倉
後
期
に
な
る
と
⾝
分
の
差
に
よ
る
侍
層
の
排
除
が
進
む
よ
う
に
な
り
︑
南
北
朝

期
に
は
賀
茂
社
社
司
以
外
は
晴
れ
の
鞠
会
か
ら
姿
を
消
し
た
︒ 

上
賀
茂
社
で
は
︑
⽒
久
の
⼦
孫
が
社
司
職
を
独
占
し
て
⾮
職
と
な
た
⽒
⼈
ら

と
対
⽴
し
︑
⽂
明
⼋
年
︵
⼀
四
六
七
︶
に
凄
惨
な
抗
争
と
と
も
に
上
賀
茂
社
の
焼
亡

に
⾄
た
︑
い
わ
ゆ
る
⽂
明
の
⼤
乱
が
起
こ
た
︒﹃
南
柯
記
﹄

１
２

に
は
︑
鞠
会
を

通
じ
て
公
武
の
⼈
々
と
親
し
く
な
り
︑
覚
え
に
ま
か
せ
て
奢
り
を
極
め
︑
⼦
息
を
互

い
に
推
挙
し
て
社
職
を
望
ん
だ
こ
と
が
基
と
な
た
と
指
摘
す
る
︒
実
際
︑
当
時
︑

所
々
で
開
催
さ
れ
た
歌
鞠
の
会
に
社
司
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
﹃
親
⻑
卿
記
﹄

﹃
康
富
記
﹄
な
ど
に
も
散
⾒
さ
れ
る
︒﹃
南
柯
記
﹄
に
は
︑
⽒
⼈
が
抱
い
た
不
満
の
⼀

例
と
し
て
︑
⽵
内
栄
久
邸
で
催
さ
れ
た
鞠
会
で
⽒
⼈
に
設
け
ら
れ
た
席
が
⾒
物
衆
と

同
じ
で
あ
た
こ
と
を
咎
め
よ
う
と
し
た
が
︑
鞠
会
が
取
り
や
め
に
な
る
の
を
憂
い

て
そ
の
場
は
堪
え
た
︑
と
描
か
れ
て
い
る
︒ 

そ
の
後
も
歌
鞠
を
通
じ
た
公
武
と
の
交
流
は
﹃
兼
⾒
卿
記
﹄
な
ど
種
々
の
記
録

か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
︒
松
下
家
の
後
裔
で
あ
る
述
久
は
細
川
幽
斎
と
鞠
会
に
興
じ

て
お
り
︑
兄
の
元
久
は
慶
⻑
五
年
︵
⼀
六
〇
〇
︶
の
⽥
邉
城
の
戦
い
の
折
に
勅
使
に

随
⾏
す
る

１
３

な
ど
︑
⾮
常
に
親
し
い
間
柄
で
あ
た
こ
と
が
垣
間
⾒
え
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
松
下
家
を
は
じ
め
と
す
る
社
司
家
を
中
⼼
と
し
︑
公
武
と
の
関

わ
り
を
通
じ
て
蹴
鞠
を
伝
え
て
き
た
が
︑
同
じ
く
公
家
鞠
を
伝
え
る
⾶
⿃
井
家
か
ら

幕
府
に
対
し
︑
度
々
訴
え
が
起
こ
さ
れ
て
い
た
︒
慶
⻑
⼗
三
年
﹁
弟
⼦
取
・
曲
⾜
蹴
﹂

が
禁
⽌
さ
れ
る

１
４

︒
⾶
⿃
井
家
側
は
︑
当
時
ま
で
に
賀
茂
⽒
が
弟
⼦
を
取
り
そ
の



技
術
を
教
授
し
た
り
︑
上
位
の
装
束
を
着
し
た
り
︑
独
⾃
の
所
作
を
⾏
て
い
た
こ

と
を
主
張
し
て
お
り
︑
賀
茂
⽒
が
技
術
に
勝
て
い
た
と
評
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
主

張
が
下
地
に
な
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
桑
⼭

１
５

に
よ
り
本
争
論

を
含
む
⾶
⿃
井
家
伝
来
⽂
書
の
真
偽
が
検
討
さ
れ
た
が
︑
偽
⽂
書
が
多
数
混
じ
て

い
る
と
指
摘
し
︑
こ
の
開
始
時
期
が
家
元
制
度
を
確
⽴
し
た
寛
⽂
期
以
降
の
こ
と
で

あ
る
と
し
て
い
る
︒
争
論
に
携
わ
た
と
み
ら
れ
る
松
下
述
久
は
︑
細
川
家
を
頼

て
九
州
へ
下
る
こ
と
と
な
り

１
６

︑
そ
の
後
上
賀
茂
社
か
ら
蹴
鞠
に
関
す
る
記
事
が

み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
︑
上
賀
茂
社
で
の
蹴
鞠
は
︑
こ
の
争
論
の
敗
北
を
も

て
終
焉
を
迎
え
た
と
さ
れ
る
︒ 

さ
て
︑
慶
⻑
⼗
四
年
︵
⼀
六
〇
九
︶
に
起
き
た
朝
廷
⾼
官
の
醜
聞
事
件
で
あ
る

猪
熊
事
件
は
︑
幕
府
に
よ
る
宮
廷
制
御
の
強
化
や
後
陽
成
天
皇
の
退
位
の
き
か
け

と
な
た
︒﹃
花
⼭
物
語
﹄

１
７

で
は
︑
宮
中
に
出
仕
し
て
い
た
松
下
家
の
息
⼥
が
密

通
し
た
⼥
官
ら
の
密
談
を
⽴
ち
聞
き
し
︑
事
件
に
関
与
し
た
⾶
⿃
井
家
を
陥
れ
る
た

め
天
皇
に
⾔
上
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
︑
社
会
的
影
響
の
⼤
き
い
事
件
に
も
賀
茂

⽒
と
蹴
鞠
の
関
わ
り
が
垣
間
⾒
え
る
︒ 

 

⼆ 

賀
茂
⽒
関
連
蹴
鞠
関
係
⽂
書
の
所
在 

 

蹴
鞠
に
つ
い
て
⾔
及
し
た
⽂
書
は
︑
公
家
・
武
家
な
ど
の
⽇
記
類
に
み
ら
れ
る

鞠
会
の
開
催
記
録
と
︑
蹴
鞠
の
次
第
や
所
作
を
ま
と
め
た
著
作
物
︑
免
状
な
ど
が
存

在
す
る
︒
渡
辺
・
桑
⼭

１
８

は
賀
茂
⽒
に
関
す
る
蹴
鞠
書
の
伝
来
と
所
蔵
に
つ
い
て
︑

﹁
松
下
家
に
は
ま
と
ま
た
史
料
は
残
ら
ず
︑
⿃
居
⼤
路
家
の
史
料
の
み
伝
存
し
た
﹂

と
指
摘
し
た
が
︑
全
容
は
未
把
握
の
状
況
で
あ
る
︒
本
項
で
は
︑
管
⾒
に
及
ん
だ
賀

茂
⽒
に
ま
つ
わ
る
関
係
⽂
書
と
簡
単
な
内
容
を
ま
と
め
た
︒ 
 ︵

Ａ
︶
群
書
類
従
・
續
群
書
類
従 

蹴
鞠
関
係
⽂
書
は
全
⼗
五
点
で
︑
そ
の
う
ち
賀
茂
流
蹴
鞠
に
関
係
す
る
も
の
は

次
の
⼆
点
で
あ
る
︒
同
解
説
の
要
約
を
次
に
⽰
す
︒ 

１ 

蹴
鞠
之
⽬
録
九
拾
九
條 

も
と
⼗
巻
に
仕
⽴
て
た
賀
茂
流
の
鞠
道
の
伝
書
︒
本
題
名
は
後
⼈
の
仮
題
と
み

ら
れ
︑
野
宮
家
本
に
は
﹁
松
下
⼗
巻
抄
﹂
と
題
し
て
い
る
︒
松
下
教
久
が
寛
永
⼋
年

︵
⼀
六
三
⼀
︶
に
休
斎
︵
細
川
孝
久
︶
に
与
え
ら
れ
た
伝
書
︒
た
だ
し
︑
休
斎
授
与

の
伝
書
は
奥
の
三
巻
を
散
逸
し
て
い
る
が
︑
本
書
に
は
他
本
を
以
て
そ
れ
を
補
⾜
し

て
い
る
︒
奥
の
三
巻
と
巻
外
の
⼆
巻
は
教
久
の
伝
書
と
同
⼀
で
あ
る
か
は
不
明
︒ 

２ 

松
下
⼗
巻
抄 

も
と
⼗
巻
と
み
ら
れ
る
賀
茂
流
の
鞠
道
の
伝
書
︒
賀
茂
流
の
伝
書
に
⾶
⿃
井
流

か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒ 

 ︵
Ｂ
︶
賀
茂
別
雷
神
社
⽂
書 

Ⅱ
︵
⼟
蔵
︶
︱
Ｎ
︵
典
籍
・
⽂
芸
︶
︱
⼀
五
か
ら
三
三
の
⼗
九
点
が
蹴
鞠
関
係



⽂
書
に
あ
た
る
︒
同
⽂
書
⽬
録
に
よ
れ
ば
︑
室
町
時
代
か
ら
江
⼾
時
代
中
期
ま
で
に

成
⽴
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
こ
の
う
ち
内
容
が
明
ら
か
に
な
た
三
点
に
つ
い
て
紹

介
す
る
︒ 

１ 

蹴
鞠
秘
伝
抄 

︵
Ⅱ
︱
Ｎ
︱
⼀
五
︶ 

⽬
録
に
は
未
読
・
誤
読
が
あ
る
た
め
︑
改
め
て
本
書
奥
書
を
次
に
⽰
す
︒ 

 

︵
端
裏
書
︶
巻
第
五 

左
⼤
﹇ 
﹈ 

︵
⾸
題
︶
蹴
鞠
秘
伝
抄 

︵
本
奥
書
︶
右
之
条
々
⼀
段
為
秘
蜜
間
︑
聊
爾
不
可
有
他
⼈
相
伝
者
也
︑ 

︵
書
写
奥
書
︶
此
本
松
下
⺠
部
⼤
輔
規
久
蹴
鞠
追
跡
︑
為
⼗
巻
三
男
之
⺠
部
少

輔
述
久
⽰
宛
之
第
五
巻
也
︑
以
蔵
本
天
正
第
⼗
⼋
暦
卯
⽉
廿
四
⽇
午
⼀
刻
為
愚

筆
令
書
写
之
者
也
︑
森
左
京
⼤
夫
直
久
︵
花
押
︶ 

 

本
書
の
記
載
内
容
を
⾒
る
と
︑
先
に
挙
げ
た
續
群
書
類
従
所
載
﹃
蹴
鞠
之
⽬
録

九
拾
九
條
﹄
の
第
五
と
内
容
が
⼀
致
す
る
︒
書
写
奥
書
に
あ
る
﹁
述
久
⽰
宛
之
第

五
巻
﹂
か
ら
も
同
巻
の
原
本
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
︒﹃
九
拾
九
條
﹄
筆
者
の
松

下
教
久
に
対
し
︑
書
写
奥
書
に
あ
る
松
下
⺠
部
⼤
輔
規
久
は
祖
⽗
︑
⺠
部
少
輔
述
久

は
⽗
に
あ
た
り
︑﹃
賀
茂
系
図
﹄
で
本
⼈
を
⽐
定
す
る
と
名
乗
も
整
合
す
る
︒
書
写

を
⾏
た
森
左
京
⼤
夫
直
久
は
︑﹃
賀
茂
系
図
﹄
に
は
尚
久
と
あ
り
︑
天
正
⼗
⼋
年

︵
⼀
五
九
〇
︶
当
時
は
神
主
︑
左
京
⼤
夫
︑
⼗
九
歳
で
あ
る
︒ 

２ 

蹴
鞠
秘
伝
抄
︵
Ⅱ
︱
Ｎ
︱
⼀
六
︶・
蹴
鞠
故
実
書
断
簡
︵
Ⅱ
︱
Ｎ
︱
⼀
九
︶ 

本
書
に
は
奥
書
が
存
在
し
な
い
が
︑
本
書
の
記
載
内
容
を
⾒
る
と
︑﹃
蹴
鞠
之
⽬

録
九
拾
九
條
﹄
の
第
六
と
内
容
が
⼀
致
す
る
︒
Ｎ
︱
⼀
九
は
Ｎ
︱
⼀
六
の
断
簡
で
︑

﹁
腰
と
ひ
ざ
と
の
間
の
鞠
の
事
﹂
の
項
に
挿
⼊
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒ 

⽬
録
に
は
︑
安
⼟
桃
⼭
時
代
写
と
す
る
が
︑
筆
致
や
内
容
か
ら
Ｎ
︱
⼀
五
と
同

時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒ 

 ︵
Ｃ
︶
⿃
居
⼤
路
良
平
⽒
所
蔵
⽂
書 

東
京
⼤
学
史
料
編
纂
所
に
影
写
本
⼆
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︵
請
求
番
号

3701/36/17

︶︒
奥
書
に
よ
る
と
︑
昭
和
五
年
⼗
⽉
に
影
写
が
⾏
わ
れ
た
︒
ま
た
︑

同
⽂
書
﹁
弐
﹂
と
あ
る
の
で
﹁
壱
﹂
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
史
料
編
纂
所
の
検
索

に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
︑
内
容
か
ら
﹁
弐
の
⼀
﹂
と
﹁
弐
の
⼆
﹂
と
み
ら
れ
る
︒

桑
⼭

１
９

に
よ
る
と
︑﹁
原
本
は
天
理
⼤
学
付
属
天
理
図
書
館
の
所
蔵
に
帰
し
た
︵
請

求
番
号 783

-ｲ
27

-37

︶﹂︒
た
だ
し
︑﹃
藤
原
孝
範
蹴
鞠
記
﹄
の
み
か
︑
他
本
も

含
む
か
は
不
明
で
あ
る
︒
同
⽂
書
の
う
ち
何
点
か
は
す
で
に
関
連
研
究
に
使
⽤
さ
れ

て
い
る

２
０
２
１

︒
た
だ
し
︑
同
⽂
書
の
全
容
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
翻
刻
も
⼀
部
に

留
ま
て
い
る
︒
各
⽂
書
の
概
要
を
次
に
⽰
す
︒ 

１ 

⾏
幸
御
鞠
⽇
記 

永
享
九
年
︵
⼀
四
三
七
︶ 

⼀
冊 

賀
茂
夏
久
著
︒
内
題
﹁
永
享
九
年
⼗
⽉
廿
五
⽇
⾏
幸
御
鞠
⽇
記
﹂︒
廿
⼀
⽇
に
室

町
殿
へ
の
⾏
幸
︑
廿
五
⽇
に
鞠
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
︑
⼗
九
⽇
に
内
裏
に
て
⾏



わ
れ
た
習
礼
の
記
録
︒
ま
た
︑
永
享
⼗
年
三
⽉
九
⽇
・
四
⽉
⼗
⽇
・
⼗
六
⽇
・
廿
⼋

⽇
・
五
⽉
⼀
〇
⽇
・
⽂
明
六
年
六
⽉
⼗
六
⽇
に
賀
茂
輩
が
出
席
し
た
鞠
会
の
記
録
も

併
せ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

梅
辻
家
所
蔵
﹃
室
町
殿
⾏
幸
御
鞠
記
﹄

２
２

に
同
内
容
の
項
⽬
が
あ
る
︒
梅
辻
家

本
に
は
︑
⼋
⽉
下
旬
に
⾶
⿃
井
家
か
ら
内
々
の
準
備
に
つ
い
て
の
項
お
よ
び
享
徳
⼆

年
︵
⼀
四
五
三
︶
三
⽉
廿
七
⽇
に
開
催
さ
れ
た
内
裏
具
⾜
の
御
鞠
に
つ
い
て
の
記
載

が
あ
る
が
︑
⿃
居
⼤
路
家
本
に
は
な
い
︒
い
ぽ
う
︑
梅
辻
家
本
は
⿃
居
⼤
路
家
本

に
⽐
べ
全
体
的
に
簡
略
な
記
載
に
と
ど
ま
る
が
︑
⿃
居
⼤
路
家
本
に
は
露
払
︵
式
⽊

に
つ
い
た
露
を
落
と
す
た
め
︑
最
初
に
⾏
う
座
︶
の
座
割
や
賀
茂
輩
の
装
束
の
詳
細
︑

賀
茂
⽒
伝
来
の
結
緒
︵
沓
が
脱
げ
な
い
よ
う
に
括
る
紐
︶
の
結
び
⽅
の
記
載
が
あ
る
︒ 

２ 

簡
要
撰 

永
享
⼗
年
︵
⼀
四
三
⼋
︶ 

上
下
弐
冊 

類
似
題
の
本
に
﹃
蹴
鞠
簡
要
抄
﹄︵
村
⼾
弥
⽣
⽒
﹁﹃
蹴
鞠
簡
要
抄
﹄
に
つ
い
て
﹂

に
国
会
図
書
館
本
の
条
⽬
⼀
覧
を
所
収
︑
群
書
類
従
に
翻
刻
あ
り
︶
が
あ
る
が
︑
内

容
は
こ
れ
と
異
な
る
︒ 

３ 

蹴
鞠
書 

嘉
吉
元
年
︵
⼀
四
四
⼀
︶ 

壱
冊 

該
当
の
本
は
管
⾒
に
な
く
︑
今
後
調
査
が
必
要
︒ 

４ 

遊
庭
秘
抄 

⽂
安
五
年
︵
⼀
四
四
⼋
︶ 

上
下
壱
冊 

御
⼦
左
家
の
鞠
書
で
あ
り
︑
⼗
四
世
紀
中
頃
の
成
⽴
と
さ
れ
る
︒
渡
辺
に
よ
る

諸
本
研
究

２
３

に
よ
て
︑
伝
本
は
⼤
別
し
て
⼆
系
統
に
分
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
⼆

巻
・
三
巻
本
体
裁
を
と
る
ほ
か
︑
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
異
本
も
あ
り
︑
何
度
か
の

改
訂
を
経
て
い
る
︒
本
⽂
書
は
⼆
巻
本
に
属
す
る
が
︑
他
本
と
は
か
な
り
異
な
る
本

⽂
を
持
ち
︑
三
巻
本
と
の
中
間
と
み
ら
れ
る
︒ 

全
⽂
翻
刻
が
あ
る
の
は
群
書
類
従
本
の
み
で
あ
る

２
４

︒
た
だ
し
︑
渡
辺
に
よ
る

と
︑
群
書
類
従
本
は
三
巻
本
に
属
す
る
が
後
世
の
改
竄
が
認
め
ら
れ
る
た
め
︑
原
作

の
作
者
や
成
⽴
を
考
察
す
る
に
は
不
適
当
と
す
る
︒
⼩
川

２
５

は
︑
⼆
巻
本
本
⽂
の

提
供
︵
現
在
︑
国
⽴
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ン
で
閲
覧
が
可
能
と
な

て
い
る
︶
と
︑
校
本
の
作
成
が
急
務
と
指
摘
し
て
い
る
︒ 

５ 

鞠
普 

永
禄
五
年
︵
⼀
五
六
⼆
︶ 

壱
冊 

内
題
﹁
鞠
譜
條
〃
﹂︑
箇
条
書
き
︒
奥
書
に
﹁
永
禄
五
年
九
⽉
三
⽇ 

松
下
⺠
部

⼤
輔
規
久
在
判
︑
天
正
拾
⼋
年
正
⽉
廿
⽇ 

書
写
畢 

森
左
京
⼤
夫
︵
花
押
︶﹂︒
そ

の
後
に
書
状
と
み
ら
れ
る
も
の
が
数
通
付
属
︒
内
閣
⽂
庫
に
﹃
蹴
鞠
譜
﹄
が
あ
る
が
︑

こ
れ
と
は
異
な
る
︒ 

同
題
本
が
次
項
⽬
に
挙
げ
る
⼤
津
平
野
神
社
⽂
書
に
数
冊
⾒
え
る
︒
難
波
家
・

⼆
條
家
・
賀
茂
に
そ
れ
ぞ
れ
相
伝
さ
れ
た
も
の
の
記
録
と
も
み
ら
れ
る
た
め
︑
今
後

の
調
査
が
待
た
れ
る
︒ 

６ 

蹴
鞠
記
︵
⼆
種
︶ 

弐
冊 

項
⽬
が
前
後
し
︑
⽂
⾯
も
⼤
き
く
異
な
る
が
︑﹃
松
下
⼗
巻
抄
﹄
と
内
容
が
似
て

い
る
︒ ７ 

藤
原
孝
範
蹴
鞠
記 

壱
冊 

い
く
つ
か
の
蹴
鞠
関
係
⽂
献
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
︑
⽂
中
に
⾒
え
る
﹁
藤
原



孝
範
﹂
の
名
に
よ
て
書
名
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
藤
原
孝
範
と
本
⽂
と
は

直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る

２
６

︒ 
前
半
は
﹃
内
外
三
時
抄
﹄
の
佚
⽂
と
思
わ
れ
る
も
の
で
︑
桑
⼭
報
告
書
に
翻
刻

を
載
せ
る
︒ 

後
半
は
﹁
□
□
時
鞠
⼈
数
﹂
に
年
不
詳
・
仁
平
⼆
年
︵
⼀
⼀
五
⼆
︶・
安
元
⼆
年

︵
⼀
⼀
七
六
︶
の
三
記
事
︑﹁
往
古
以
来
鞠
⾜
﹂
に
建
久
九
年
︵
⼀
⼀
九
⼋
︶
建
保

六
年
︵
⼀
⼆
⼀
⼋
︶
ま
で
の
鞠
会
の
記
録
︵
天
気
・
鞠
⾜
・
装
束
等
︶
を
記
載
す
る
︒ 

 ︵
Ｅ
︶
⼤
津
平
野
神
社
所
蔵
蹴
鞠
⽂
書 

桑
⼭
報
告
書

２
７

に
⽂
書
⽬
録
が
あ
り
︑
こ
の
中
に
賀
茂
⽒
関
係
の
⽂
書
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
内
容
の
調
査
に
は
⾄
て
い
な
い
︒ 

 ︵
Ｄ
︶
京
都
府
⽴
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
⽂
書 

上
賀
茂
社
の
社
司
・
⽒
⼈
が
発
給
︑
も
し
く
は
伝
授
を
受
け
た
蹴
鞠
免
状
の
存

在
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
下
鴨
社
に
つ
い
て
は
近
世
の
免
状
が
存
在

す
る
︵
館
古034

-2315
2333

︶︒
鴨
脚
雅
楽
助
︵
不
明
︶・
紀
伊
守
︵
秀
⻑
︶・

周
防
守
︵
秀
⽂
︶
宛
の
装
束
着
⽤
免
状
で
︑
前
者
は
⾶
⿃
井
家
か
ら
︑
後
⼆
者
は
⾶

⿃
井
・
難
波
両
家
の
も
の
で
あ
る

２
８

︒
昇
進
の
区
分
は
御
⽬
⾒
以
下
庶
⺠
と
同
じ
︒ 

  

三 

賀
茂
流
蹴
鞠
終
焉
期
の
松
下
家
系
譜 

 

前
項
で
紹
介
し
た
賀
茂
⽒
関
連
蹴
鞠
関
係
⽂
書
う
ち
︑
数
点
に
賀
茂
⽒
の
名
前

が
挙
が
て
お
り
︑﹃
蹴
鞠
秘
伝
抄
﹄︵
Ｂ
１
︶
に
は
︑
松
下
規
久
・
述
久
・
教
久
の

三
代
が
連
な
る
︒
彼
ら
の
⽣
き
た
時
代
は
⾶
⿃
井
家
と
の
蹴
鞠
争
論
と
賀
茂
流
蹴
鞠

の
終
焉
期
と
重
な
り
︑
特
に
述
久
と
そ
の
⼦
孫
を
め
ぐ
て
は
前
⽥
に
よ
て
動
向

が
明
ら
か
に
な
て
い
る

２
９

︒
そ
こ
で
︑
前
⽥
論
⽂
に
︑﹃
賀
茂
系
図
﹄
や
蹴
鞠
関

係
⽂
書
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
加
え
︑
彼
ら
の
事
蹟
と
蹴
鞠
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ

て
み
た
い
︒ 

図
に
﹃
賀
茂
系
図
﹄
と
前
⽥
論
⽂
か
ら
作
成
し
た
系
図
を
︑
表
に
﹃
賀
茂
系
図
﹄

の
記
載
事
項
お
よ
び
先
⾏
研
究

３
０

か
ら
纏
め
ら
れ
た
事
蹟
の
⼀
覧
を
⽰
す
︒
松
下

家
は
幕
末
ま
で
神
主
を
輩
出
し
た
社
司
家
の
⼀
つ
で
︑
彼
ら
の
祖
先
に
は
先
に
紹
介

し
た
⽒
久
以
下
︑﹃
⾏
幸
御
鞠
⽇
記
﹄︵
Ｃ
１
︶
の
筆
者
で
あ
る
夏
久
の
ほ
か
︑
鞠
⾜

を
多
く
輩
出
し
て
い
る
︒
神
主
家
の
系
譜
は
︑
規
久
か
ら
⻑
男
の
元
久
と
そ
の
⼦
孫

へ
継
が
れ
て
い
る
︒
規
久
・
元
久
の
名
で
鞠
会
に
参
加
し
た
記
録
は
み
ら
れ
な
い
が
︑

﹃
兼
⾒
卿
記
﹄﹃
時
慶
記
﹄
に
は
︑
述
久
と
と
も
に
﹁
社
務
﹂

３
１

と
あ
る
の
が
彼
ら

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
︒
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
元
久
は
慶
⻑
五
年

︵
⼀
六
〇
〇
︶
年
の
⽥
邉
城
の
戦
い
の
折
に
勅
使
に
随
⾏
し
て
お
り
︑
和
歌
を
通
じ

て
朝
幕
に
通
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒ 



述
久
の
⽣
没
年
は
賀
茂
系
図
か
ら
は
不
明
で
あ
る
が
︑
前
⽥
論
⽂
が
紹
介
し
た

﹃
⾺
場
翁
記
録
帳
﹄

３
２

の
没
年
か
ら
遡
る
と
永
禄
七
年
︵
⼀
五
六
四
︶
の
⽣
ま
れ
と

み
ら
れ
︑
兄
の
元
久
は
九
歳
上
と
な
る
︒
ま
た
︑
播
磨
国
の
清
⽔
寺
の
僧
を
勤
め
た

後
還
俗
し
︑
上
賀
茂
社
の
供
僧
に
転
じ
た
休
息
を
次
兄
に
持
つ
︒
述
久
は
松
下
⺠
部

少
輔
と
も
称
し
︑
表
に
あ
る
よ
う
に
︑
⼋
条
宮
智
仁
親
王
を
は
じ
め
︑
公
家
衆
︑
細

川
幽
斎
な
ど
と
と
も
に
︑
し
ば
し
ば
歌
鞠
に
興
じ
て
い
た
︒
天
正
年
間
は
蹴
鞠
争
論

の
相
⼿
⽅
で
あ
る
⾶
⿃
井
雅
枝
︵
庸
︶
と
も
同
⾏
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
︒
述

久
は
幽
斎
と
同
⾏
す
る
の
み
な
ら
ず
私
邸
に
逗
留
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
︑
交
流
の
深

さ
が
垣
間
⾒
え
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
慶
⻑
⼗
三
年
︑
幕
府
の
裁
決
に
よ
り
松

下
家
の
﹁
弟
⼦
取
・
曲
⾜
蹴
﹂
が
禁
⽌
さ
れ
る
︒
こ
れ
以
降
も
﹃
時
慶
記
﹄
に
は
い

く
つ
か
述
久
と
み
ら
れ
る
記
述
が
み
ら
れ
る
が
︑
⼀
箇
所
﹁
祝
ノ
⺠
部
少
輔
﹂
と
あ

る
の
に
対
し
︑
当
時
述
久
は
⽚
岡
祢
宜
で
あ
た
た
め
︑
同
⼈
で
あ
る
か
は
不
審
で

あ
る
︒
争
論
に
敗
北
し
た
後
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
︑
慶
⻑
⼗
五
年
︵
⼀
六
⼀
〇
︶

に
⽚
岡
祢
宜
を
辞
し
︑
細
川
家
を
頼
て
豊
後
へ
下
り
︑
慶
⻑
⼗
九
年
︵
⼀
六
⼀
四
︶

に
⼩
倉
に
て
病
死
し
た
︒ 

﹃
賀
茂
系
図
﹄
に
よ
れ
ば
︑
述
久
の
⼦
は
教
久
︑
⼥
⼦
︵
出
雲
局
︶︑
頼
久
の
三

⼈
と
記
載
さ
れ
る
が
︑
実
際
は
図
の
よ
う
に
六
⼈
で
あ
た
こ
と
が
前
⽥
論
⽂
か
ら

知
ら
れ
る
︒ 

教
久
は
︑﹃
賀
茂
系
図
﹄
に
﹁
掃
部
﹂
と
あ
る
ほ
か
は
事
蹟
の
記
載
が
な
い
が
︑

名
前
と
名
乗
が
⼀
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
前
項
で
紹
介
し
た
﹃
蹴
鞠
之
⽬
録
九
拾
九

條
﹄︵
Ａ
１
︶
の
筆
者
は
彼
と
⽐
定
さ
れ
る
︒
前
⽥
論
⽂
に
は
彼
の
事
蹟
と
し
て

﹁
幼
少
で
⽗
に
死
別
し
た
た
め
︑
成
⼈
し
た
後
︑
最
初
は
知
⾏
⼆
百
⽯
で
細
川
家
に

仕
え
た
が
︑
島
原
の
乱
に
従
軍
し
︑
三
百
⽯
の
加
増
を
受
け
︑
河
⽅
姓
を
名
の
り
安

左
衛
⾨
と
称
す
る
に
⾄
た
﹂
と
紹
介
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
引
⽤
す
る
﹁
肥
後
細
川
家

の
史
料
を
蒐
め
た
北
岡
⽂
庫
所
蔵
の
細
川
藩
⼠
﹃
先
祖
附
﹄﹂

３
３

に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

年
号
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
表
は
新
た
に
こ
れ
を
補
た
も
の
で
あ
る
︒
教
久
の
没

年
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
き
う
だ
い
の
⽣
年
と
︑
⽗
の
述
久
が
没
し
た
慶
⻑
⼗

九
年
︵
⼀
六
⼀
四
︶
は
幼
少
︑
細
川
家
に
仕
官
し
た
寛
永
⼆
年
︵
⼀
六
⼆
五
︶
は
成



⼈
後
で
あ
た
こ
と
か
ら
︑
慶
⻑
五
年
︵
⼀
六
〇
〇
︶
か
ら
慶
⻑
⼗
年
︵
⼀
六
〇
五
︶

頃
の
⽣
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒ 

先
に
記
し
た
と
お
り
︑﹃
蹴
鞠
之
⽬
録
九
拾
九
條
﹄
は
寛
永
⼆
年
︵
⼀
六
⼆
五
︶

の
著
作
と
さ
れ
︑
実
際
︑
同
書
奥
書
に
﹁
難
波
宗
建
卿
ニ
相
尋
處
︒
松
下
掃
部
助
教

久
作
云
々
﹂
と
あ
て
︑
江
⼾
時
代
中
期
に
は
す
で
に
そ
う
⾒
な
さ
れ
て
い
た
︒
教

久
の
事
蹟
か
ら
︑
本
書
は
細
川
家
に
仕
官
し
た
後
に
ま
と
め
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か

し
︑﹃
蹴
鞠
秘
伝
抄
﹄︵
Ｂ
１
︶
の
奥
書
に
よ
る
と
︑
本
書
は
教
久
⾃
⾝
の
著
作
で
は

な
く
︑
規
久
以
前
か
ら
松
下
家
に
あ
た
も
の
で
︑
増
補
し
て
⼗
巻
と
し
た
の
は
規

久
で
あ
た
︒
ま
た
︑
本
書
は
幽
斎
の
息
⼦
の
休
斎
に
進
上
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑

兄
の
忠
興
は
⾶
⿃
井
か
ら
蹴
鞠
の
指
導
を
受
け
て
四
本
松
の
免
許
を
受
け
て
お
り

︵﹃
細
川
家
記
﹄︶

３
４

︑
賀
茂
⽒
と
の
蹴
鞠
を
め
ぐ
る
関
係
性
は
複
雑
で
あ
た
よ
う

で
あ
る
︒ 

﹃
鞠
普
﹄︵
Ｃ
５
︶
は
﹃
蹴
鞠
之
⽬
録
九
拾
九
條
﹄
と
同
じ
く
規
久
が
所
持
し

て
い
た
も
の
で
︑﹃
蹴
鞠
秘
伝
抄
﹄
と
同
じ
く
天
正
⼗
⼋
年
︵
⼀
五
九
〇
︶
に
森
左

京
⼤
夫
直
久
が
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒
直
久
は
︑
当
時
松
下
家
が
所
持
し
た
蹴
鞠

関
係
⽂
書
を
ま
と
め
て
筆
写
し
︑
社
司
家
間
で
⽂
書
を
融
通
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

が
︑
そ
の
後
こ
れ
ら
原
本
は
ど
こ
に
存
在
す
る
か
︵
河
⽅
家
に
伝
存
し
た
か
︶
な
ど

興
味
深
い
点
は
多
く
︑
後
考
に
俟
ち
た
い
︒ 

慶
⻑
⼗
四
年
︵
⼀
六
〇
九
︶
に
起
き
た
猪
熊
事
件
は
松
下
家
の
息
⼥
に
よ
て

露
⾒
し
た
と
さ
れ
る
︒
教
久
に
は
︑
宮
中
へ
出
仕
し
て
い
た
姉
が
⼆
⼈
あ
る
︒
⼀
⼈

は
出
雲
局
で
︑
も
う
⼀
⼈
は
播
磨
と
称
し
た
︒
き
う
だ
い
の
出
⽣
年
と
当
時
の
年

齢
を
勘
案
す
る
と
︑
出
雲
局
で
あ
る
こ
と
が
強
く
⽰
唆
さ
れ
る
︒ 

 

ま
と
め 

 

本
報
告
は
︑
賀
茂
⽒
と
蹴
鞠
の
関
係
や
関
連
⽂
書
の
所
在
を
ま
と
め
︑
賀
茂
別

雷
神
社
⽂
書
に
遺
さ
れ
た
史
料
か
ら
︑
特
に
賀
茂
流
蹴
鞠
の
衰
退
期
に
あ
た
る
︑
⼗

六
世
紀
前
後
の
状
況
の
⼀
端
を
明
ら
か
に
し
た
︒
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒ 

 ・
松
下
家
は
代
々
歌
鞠
を
通
じ
て
朝
廷
・
幕
府
要
⼈
と
つ
な
が
り
を
持
て
い
た
︒

松
下
元
久
は
細
川
幽
斎
と
昵
懇
で
数
々
の
歌
会
・
鞠
会
に
同
席
し
て
い
た
︒
蹴

鞠
免
状
や
弟
⼦
取
り
を
め
ぐ
り
︑
松
下
述
久
は
⾶
⿃
井
家
と
の
争
論
に
巻
き
込

ま
れ
︑
こ
れ
に
敗
訴
す
る
と
︑
細
川
忠
興
を
頼
て
豊
後
国
に
下
向
し
︑
忠
興

の
養
⼥
を
嫁
に
迎
え
て
格
別
の
待
遇
に
預
か
り
余
⽣
を
過
ご
し
た
︒
⼦
の
教
久

も
成
⼈
後
に
細
川
家
に
仕
官
し
︑
河
⽅
に
姓
を
改
め
て
︑
幕
末
ま
で
細
川
家
家

⾂
と
し
て
仕
え
る
こ
と
と
な
た
︒
以
降
︑
上
賀
茂
社
か
ら
は
鞠
⾜
は
輩
出
さ

れ
ず
︑
賀
茂
流
蹴
鞠
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
た
︒ 

・
森
左
京
⼤
夫
直
久
は
︑
松
下
規
久
・
述
久
か
ら
松
下
家
伝
来
の
蹴
鞠
関
係
⽂
書
を

天
正
年
間
に
書
写
し
て
お
り
︑
そ
の
⼀
部
が
賀
茂
別
雷
神
社
⽂
書
や
⿃
居
⼤
路

家
⽂
書
に
遺
さ
れ
る
こ
と
と
な
た
︒ 



・
賀
茂
流
蹴
鞠
の
最
期
の
⼈
と
な
た
松
下
教
久
は
︑﹃
賀
茂
系
図
﹄
か
ら
は
⽣
没

年
が
不
明
で
あ
た
が
︑
細
川
家
関
係
の
史
料
や
家
族
の
事
蹟
か
ら
推
測
す
る

と
︑
慶
⻑
五
⼗
年
︵
⼀
六
〇
〇
五
︶
頃
に
⽣
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
慶

⻑
⼗
四
年
︵
⼀
六
〇
九
︶
に
起
き
た
猪
熊
事
件
の
発
端
と
な
た
と
さ
れ
る
︑

宮
中
に
出
仕
し
た
松
下
家
の
娘
は
︑
教
久
の
姉
で
あ
る
出
雲
局
で
あ
る
こ
と
が

強
く
⽰
唆
さ
れ
る
︒ 

・
こ
れ
ま
で
﹃
蹴
鞠
之
⽬
録
九
拾
九
條
﹄
は
︑
細
川
休
斎
︵
孝
之
︶
に
進
上
す
る

た
め
寛
永
⼋
年
︵
⼀
六
三
⼀
︶
に
松
下
教
久
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
︒
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵
﹃
蹴
鞠
秘
伝
抄
﹄︵
Ｎ
︱
⼀
五
︶
の
奥
書
か
ら
︑

本
書
は
少
な
く
と
も
祖
⽗
の
規
久
以
前
に
は
存
在
し
た
も
の
で
︑
規
久
が
増
補

し
⼗
巻
に
し
て
い
た
︒
本
書
は
︑
教
久
が
慶
⻑
⼗
五
年
に
細
川
家
を
頼
て
豊

後
に
下
向
し
た
後
に
書
写
し
︑
伝
授
し
た
も
の
で
あ
た
︒ 

  

注 １ 

渡
辺
融
・
桑
⼭
浩
然
﹃
蹴
鞠
の
研
究 

公
家
鞠
の
成
⽴
﹄︵
東
京
⼤
学
出
版
会
︑

平
成
六
年
︶︑ 

２ 

池
修
﹃
⽇
本
の
蹴
鞠
﹄︵
光
村
推
古
書
院
︑
平
成
⼗
六
年
︶︒ 

３ 

著
者
が
蹴
鞠
関
係
の
⽂
献
⽬
録
を
集
約
し
て
公
開
し
て
い
る
︒

︵https://www.zotero.org/groups/2195530/kem
ari

︶ 

 

４ 

⼭
本
宗
尚
・
⽉
本
⼀
武
﹁﹃
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図
﹄
デ
タ
ベ
ス
の
構
築
と
活

⽤
の
可
能
性
﹂︵﹃
⼈
⽂
科
学
と
コ
ン
ピ

タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム2015

論
⽂
集
﹄︑

203

-210

︑
⼆
〇
⼀
五
年
︶︒ 

５ 

村
⼾
弥
⽣
﹃
遊
戯
か
ら
芸
道
へ
-
⽇
本
中
世
に
お
け
る
芸
能
の
変
容
﹄︵
⽟
川
⼤

学
出
版
部
︑
平
成
⼗
四
年
︶︒ 

６ 

後
に
︑
公
家
鞠
の
制
度
が
整
う
に
つ
れ
︑
⾝
分
の
差
に
よ
り
着
⽤
は
許
さ
れ
な

く
な
た
︒ 

７ 

前
掲
５
︒ 

８ 

藤
⽊
⽂
雄
﹁
神
主
賀
茂
幸
平
の
事
歴
史
−
蹴
鞠
︑
鷹
狩
︑
騎
⾺
︑
和
歌
の
こ
と

な
ど
﹂︵﹃
み
た
ら
し
の
う
た
か
た
﹄
四
︑
平
成
⼗
四
年
︶︒ 

９ 

⼭
本
隆
史
﹁
け
ま
り
﹂︵﹃
賀
茂
⽂
化
﹄
⼀
⼀
︑
平
成
⼆
⼗
七
年
︶︒ 

１
０ 

⼩
川
壽
⼀
﹁
賀
茂
能
久
関
係
年
譜
﹂︵﹃
歴
史
と
国
⽂
学
﹄
⼆
⼀
︱
⼆
︑
昭
和
⼗

三
年
︶︒ 

１
１ 

⽬
崎
徳
衛
﹁
⽒
王
の
こ
と
﹂︵﹃
史
伝
後
⿃
⽻
院
﹄︑
吉
川
弘
⽂
館
︑
平
成
⼗
三

年
︶︒ 

１
２ 

川
嶋
将
⽣
﹁
南
柯
記
﹂︵﹃
賀
茂
⽂
化
研
究
﹄
⼀
︑
平
成
三
年
︶
に
翻
刻
が
あ
る
︒ 

１
３ 

﹃
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図
﹄︵
⼀
般
財
団
賀
茂
県
主
同
族
会
蔵
︶
元
久
の
項
︒ 

１
４ 

﹃
徳
川
禁
令
考
﹄
蹴
鞠
之
條
⼀
四
〇
な
ど
︒ 

１
５ 

桑
⼭
浩
然
﹁
⾶
⿃
井
家
伝
来
蹴
鞠
⽂
書
の
研
究
﹂︵
皆
川
完
⼀
編
﹃
古
代
中
世



 
史
科
学
研
究
﹄
下
巻
︑
吉
川
弘
⽂
館
︑
平
成
⼗
年
︶︒ 

１
６ 

前
⽥
淑
﹁
吉
⾒
幸
和
の
⺟
蓮
⼦
の
出
⾃
と
そ
の
⽂
学
︱
家
系
に
関
す
る
新
資
料

を
め
ぐ
て
︱
﹂︵﹃
福
岡
⼥
学
院
短
期
⼤
学
紀
要
﹄
⼆
︑
昭
和
四
⼗
⼀
年
︶︒ 

１
７ 

﹃
仮
名
草
⼦
集
成
﹄
第
⼗
七
巻
︑
東
京
堂
出
版
︑
平
成
⼋
年
︒ 

１
８ 

前
掲
１
︒ 

１
９ 

桑
⼭
浩
然
﹃
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
﹄︵
平
成
三
年
度
画
⾓
研
究
費
補
助
⾦
研

究
成
果
報
告
書 

⼀
般
研
究
︵
Ｃ
︶ 
課
題
番
号
〇
三
六
⼋
〇
⼀
〇
五
︑
平
成
四
年
︶︒ 

２
０ 

秋
⼭
喜
代
⼦
﹁
順
徳
天
皇
と
蹴
鞠
﹂︵﹃
明
⽉
記
研
究
﹄
七
︑
平
成
⼗
年
︶︒ 

２
１ 

辻
浩
和
﹁
天
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３
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︶﹁
細
川
家
先
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河
⽅
安
右
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⾨
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川
家
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河
⽅
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﹂
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項
︒ 

３
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⼩
倉
嘉
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⽒
の
ご
教
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よ
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謝
辞 

本
稿
の
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⼗
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細
川
家
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料
の
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︑
⾦
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を

多
数
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た
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年号 年 ⻄暦 ⽉ ⽇ 年齢 事項 出典 引⽤⽂献
天⽂ 24 1555 1 出⽣

永禄 1 1558 12 30 4

従五位下、補神主于時四歳、是⽗正祢宜規久雖為可
再任神主之儀以裁勤労申替頻申請譲⼦息之間社中⼀
同令挙 奏上⾃⽒⼈直任神主當時上⾸前神主為平
（于時権祢宜）是亦依為再任之望也

賀茂系図

永禄 9 1566 12 辞神主鷁退正祢宜 賀茂系図
永禄 13 1570 4 23 16 従五位上 賀茂系図
天正 2 1574 12 27 20 再補神主辞正祢宜（是依尊久辞也）、正五位下 賀茂系図
天正 11 1583 12 23 29 辞神主鷁退正祢宜 賀茂系図
天正 18 1590 1 5 36 従四位下 賀茂系図
⽂禄 1 1592 12 38 譲正祢宜⾷於男以久 賀茂系図

慶⻑ 5 1600 46
⽯⽥三成攻丹後國⽥邊城主細川⽞旨之時為古今集相
傳被遣 勅使實條光廣両卿於軍中此時元久同相従于
時年四⼗六

賀茂系図

元和 1 1615 61 鷁退⽚岡祢宜（依⽚岡祢宜代周久死去也） 賀茂系図
元和 5 1619 1 12 65 任宮内卿 賀茂系図
元和 9 1623 11 1 69 卒年六⼗九 賀茂系図

永禄 7 1564 1 出⽣

天正 18 1590 10 17 27
幽斎、蹴鞠張⾏、宗智義・⾶⿃井雅枝・三条⻄実
条・五辻侍従・阿野・賀茂社務・松下述久。

兼⾒卿記 林（1974）

天正 19 1591 6 19 28
於幽斎亭、⻑岡⽞蕃（幽斎息）蹴鞠張⾏。⾶⿃井雅
枝・阿野実顕・松下述久等同座。

兼⾒卿記 林（1974）

慶⻑ 4 1599 2 25 36
⼋条宮智仁、松下⺠部少輔に託して⾃詠五⼗⾸の合
点を幽斎に依頼する。

智仁親王⽇記 林（1975）

慶⻑ 4 1599 3 4 36 松下⺠部少輔興⾏。⽞旨・述久・兼如（三吟） ⽞連 林（1975）

慶⻑ 4 1599 3 21 36
幽斎、勧進能⾒物のため松下述久私宅に逗留。夜、
光広、幽斎に接す。

⽿底記 林（1975）

慶⻑ 4 1599 4 10 36 幽斎。冷泉為満・松下述久とともに智仁へ伺候。 智仁親王⽇記 林（1975）

慶⻑ 5 1600 2 5 37
講師阿野・読師広橋⼤納⾔・発声持明院・⼈数廿⼋
⼈也、（略）、松下⺠部少輔、

時慶記

慶⻑ 5 1600 3 4 37

幽斎、智仁亭において連歌興⾏す。何船百⾸韻。
⾊・⽞旨・⽩・云・⽇野新⼤納⾔・⼊道前右⼤⾂
（菊亭晴季）・侍従中納⾔・光豊朝⾂・光広朝⾂・
⽴庵・為親・松下述久・阿野実顕・⻄洞院時慶等。

連歌年表・⽿
底記録・智仁
親王⽇記・歌
（連歌聯句）
⽂詠草-書陵部
-

林（1975）

慶⻑ 5 1600 3 19 37 松下⺠部少輔へ遣状処ニ、 時慶記
慶⻑ 5 1600 3 22 37 松下へ以使者申、幽斎ヘノ儀也 時慶記
慶⻑ 5 1600 5 26 37 幽斎、松下述久における鞠を光広らとともに⾒物。 ⽿底記 林（1975）
慶⻑ 5 1600 7 25 37 松下⺠部少輔□□上洛珍重申述候、 時慶記
慶⻑ 7 1602 39 従五位下 賀茂系図

慶⻑ 7 1602 9 9 39
⼋条殿の元で蹴鞠が催され、幽斎も出席、述久は御
次を勤める。

時慶記

慶⻑ 7 1602 10 19 39 也⾜軒（中院通勝）へ寄合、源⽒講在之 時慶記
慶⻑ 8 1603 1 22 40 ⼋条殿御会始⼈数 時慶記

慶⻑ 8 1603 5 3 40
新屋敷⾒廻、松下・綾⼜⼥院御所之衆⼀両⼈⾒物来
⼊、

時慶記

慶⻑ 10 1605 9 18 42 社務⺠部少輔出、懇ニ申候、 時慶記

○元久

○述久



慶⻑ 10 1605 11 19 42 ⺠部少輔等馳⾛候、 時慶記
慶⻑ 13 1608 45 ⾶⿃井家との争論に敗れる 徳川禁令考
慶⻑ 14 1609 5 18 46 ⺠部少輔ニ逢、 時慶記
慶⻑ 15 1610 閏2 18 47 ⺠部へヌリ盃⼆ツ、（略）、遣候 時慶記
慶⻑ 15 1610 6 19 47 祝ノ⺠部少輔ヘモ先⽇出⼈呼候、 時慶記
慶⻑ 15 1610 9 18 47 豊国へ詣、⺠部ニ会、 時慶記

慶⻑ 15 1610 47
⽚岡祢宜辞職。細川忠興を頼り豊後国へ⻄下、宇佐
郡に五百⽯の知⾏を得る。

先祖附 前⽥（1966）

慶⻑ 15 1610 47
頼細川越中守忠奥下向豊後國依辞職了于時⽒⼈周久
為⽚岡祢宜代

賀茂系図

慶⻑ 19 1614 1 14 51 豊前国⼩倉にて病死。年五⼗⼀ 先祖附 前⽥（1966）
（出典に省略があるのは林論⽂の記載に合わせたもの）



年号 年 ⻄暦 ⽉ ⽇ 年齢 事項 出典 引⽤⽂献
天正 18 1590 1

慶⻑ 12 1607 18 後陽成院下臈（出雲局）
嘉禎之⺟英薫
⽗⽅系図

前⽥（1966）

万治 2 1659 70 辞本院御所（治部卿）
嘉禎之⺟英薫
⽗⽅系図

前⽥（1966）

寛⽂ 1 1661 8 16 72 七⼗⼆歳卒

1605 1 （⽣年⻄暦、年齢は仮）
慶⻑ 19 1614 10 幼少⽗死別 先祖附 前⽥（1966）
寛永 2 1625 7 21 成⼈後仕細川家、知⾏⼆百⽯ 先祖附 前⽥（1966）
寛永 8 1631 9 29 27 蹴鞠之⽬録九拾九箇條（松下掃部助教久） 続群書類従
寛永 15 1638 7 34 島原の乱従軍、三百⽯加増、河⽅姓を名乗る 先祖附
万治 2 1659 10 55 病死 先祖附

慶⻑ 13 1608 1

正保 4 1647 6 10 40 逝、葬于豊前⼩倉、齢四⼗歳
嘉禎之⺟英薫
⽗⽅系図

前⽥（1966）

慶⻑ 15 1610 1
寛永 4 1627 3 21 18 ⽚岡祝 賀茂系図
寛永 9 1632 11 13 23 卒 賀茂系図

（太字は『先祖附』の調査で新たに明らかになった点を、斜体は筆者推測の⽣年（仮に慶⻑九年とした）から年齢を補ったもの）

○頼久（志摩、丹波守と同⼀⼈物カ）

○教久（河⽅安左衛⾨）

○⼥⼦

○⻲


