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史
料
１ 

                                                                                               

                            

                              

  
中
世
文
書

も

ん
じ

ょ

を
読
む
（十
） 

 

足
利

あ

し

か
が

義よ
し

昭あ
き

御
内
書

ご

な

い

し

ょ 

 

史
料
１
は
、
室
町
幕
府
の
最
後
の
将
軍
、
足
利
義
昭
が

出
し
た
「
御
内
書
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
で
す
。 

｢

中
世
文
書
を
読
む｣

シ
リ
ー
ズ
の
記
念
す
べ
き
10
回

目
の
展
示
で
は
、
普
段
見
慣
れ
な
い
「
御
内
書
」
の
謎
に

迫
り
ま
す
。 

番
号
順
（
①
～
⑮
）
に
見
て
い
っ
て
ね
。 

 

ま
ず
、
史
料
１
を
今
の
こ
と
ば
に
直
す
と
、 

下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

足
利
義
昭
が
、
９
月
９
日
に 

北
畠

き
た
ば
た
け

中

将

ち
ゅ
う
じ
ょ
う

に
宛
て
た
文
書
で
す
。 

    

「入
洛
」の
こ
と
に
つい
て
（こ
の
文
書
を
）し
た
た
め
た
。
こ
の
節 

  

「芸
州
」と
相
談
し
、
速
や
か
に
「帰
洛
」で
き
る
よ
う
、
馳
走
を 

  

頼
む
。
そ
の
た
め
「曽
我
常
陸
介
」を
派
遣
し
た
。 

  

な
お
「昭
光
」が
申
す
で
あ
ろ
う
。
文
書
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。 

       

九
月
九
日 

 
 

（花
押
）

（
足
利
義
昭
） 

      
 
 
 
 
 
 

北
畠
中
将
殿 



② 

                             

③ 

    

④ 

      

⑤ 

                 

   

➅ 

           

⑦ 

              

「
曽
我

そ

が

常
陸
介

ひ
た
ち
の
す
け

」
っ
て
、
誰
？ 

「
昭
光
」
っ
て
、
誰
？ 

「
曽
我
常
陸
介
」
の
実
名

じ
つ
み
ょ
う

は
、
晴
助

は
る
す
け

と
い
い
ま
す
。
将

軍
義
昭
の
使
者
と
し
て
伊
予
国

い
よ
の
く
に

（
愛
媛
県
）
の
河
野

こ

う

の

氏
、
播は

り

磨ま

国
（
兵
庫
県
）
の
黒
田
氏
、
毛
利
両
川

も
う
り
り
ょ
う
せ
ん

の
吉
川

き
っ
か
わ

元
春

も
と
は
る

・
小
早
川

こ
ば
や
か
わ

隆
景

た
か
か
げ

な
ど
へ
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
「
昭
光

あ
き
み
つ

」
は
、
将
軍
義
昭

の
側
近
く
に
仕
え
た
真ま

木き

嶋し
ま

昭
光
の
こ
と
で
す
。二
人
と
も
、

他
の
義
昭
家
臣
と
と
も
に
鞆
の
浦
へ
来
住
し
ま
し
た
。 

北
畠
氏
は
、
伊
勢

い

せ

国
司

こ

く

し

を
世
襲

せ
し
ゅ
う

す
る
村
上
源
氏
。
こ
の
頃

「
北
畠
中
将
」
を
名
乗
る
人
物
に
は
、
具
房

と
も
ふ
さ

と
、
そ
の
養
子

と
な
っ
た
信の

ぶ

雄お

が
い
ま
す
。 

こ
の
う
ち
、
信
雄
は
実
の
織
田
信
長
の
次
男
。
信
長
に
敗

れ
た
北
畠
氏
は
、
「
信
雄
が
元
服

げ
ん
ぷ
く

（
成
人
）
し
た
ら
家
督
を

継
ぐ
」
と
い
う
講
和
の
条
件
を
、
受
け
入
れ
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
信
長
か
ら
京
都
を
追
放
さ
れ
た
足
利
義
昭
が
、

信
長
の
次
男
の
信
雄
に
対
し
「
帰
洛
」
の
尽
力
を
依
頼
す
る

こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

よ
っ
て
、
北
畠
中
将
は
具
房
と
思
わ
れ
ま
す
。 

御
内
書
は
、
室
町
幕
府
将
軍
が
出
し
た
文
書
。 

月
日
だ
け
記
し
、
年
を
書
か
な
い
と
こ
ろ
は 

書
状

し
ょ
じ
ょ
う

（
手
紙
）
と
同
じ
で
す
。 

で
も
、
将
軍
の
文
書
と
な
る
と
、
指
令

し

れ

い

や
権
利

け

ん

り

付
与

ふ

よ

な
ど
公
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

足
利
義
昭
の
御
内
書
を
、 

刊
行

か
ん
こ
う

さ
れ
て
い
る
史
料
集
の
中
に
捜さ

が

し
た
と
こ
ろ
、 

312
通
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。 

 

次
の
四
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
に 

気
付
い
た
ん
じ
ゃ
け
ど
、
違
い
が
分
か
る
？ 

 と
こ
ろ
で
、
御
内
書

ご
な
い
し
ょ

っ
て
、

何
？ 

 

義
昭
は
、
永え

い

禄ろ
く

11
年
（
１
５
６
８
）
に
織
田
信
長
と
と
も
に

上
洛
し
、
征
夷

せ

い

い

大
将
軍

た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
後
信
長
と
対
立

し
、
元
亀

げ

ん

き

４
年
（
１
５
７
３
）
に
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
、
11
月

に
紀
伊
国

き
い
の
く
に

由
良

ゆ

ら

（
和
歌
山
県
由
良
町
）
の
興
国
寺

こ
う
こ
く
じ

に
移
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
天
正

て
ん
し
ょ
う

４
年
（
１
５
７
６
）
２
月
、
突
然
、
備
後
国
鞆と

も

の
浦う

ら

（
福
山
市
）
に
や
っ
て
く
る
の
で
す
！ 

 

義
昭
は
、
諸
国
へ
御
内
書
を
書
き
ま
く
り
、
「
帰
洛
」
へ
の
協

力
を
求
め
ま
す
。
史
料
１
の
御
内
書
も
そ
の
一
環
と
思
わ
れ
、「
帰

洛
」
の
た
め
に
相
談
す
る
「
芸
州
」
と
は
、
戦
国
大
名
毛
利
輝
元

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

義
昭
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
隣
の
表
を
チ
ェ
ッ
ク
！ 

宛
名

あ

て

な

の 

「
北
畠
中
将
」
っ
て
、
誰
？ 



 

                              

⑧ 

                  

⑨ 

 

         

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

タ
イ
プ 

（豊
後
国
の
大
友
氏
と
安
芸
国
の
毛
利
氏
と
の
休
戦
・講
和
に
つい
て
）特
に
吉
川
元

春
（が
毛
利
元
就
・輝
元
と
相
談
し
て
必
ず
奔
走
す
る
と
）の
存
分
を
承
り
ま
し

た
。
神
妙
な
こ
と
で
す
。
い
よ
い
よ
そ
の
よ
う
に
計
ら
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
仰

せ
に
な
って
く
だ
さ
い
。
な
お
（詳
し
く
は
）両
人
（一
色
藤
長
と
上
野
信
恵
）が
申

し
ま
す
。
恐
々
謹
言
（お
そ
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
）。 

 
 
 

三
月
廿
三
日 

 

義
昭
（花
押
） 

 
 
 

聖
護
院

（
道
増
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（吉
川
家
文
書
四
七
四
） 

そ
の
後
、
久
し
く
無
沙
汰
を
し
た
が
、
本
意
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
病
気
と
う
か

が
った
。
と
て
も
心
も
と
な
い
。
そ
こ
で
、
太
閤
秀
吉
か
ら
、
帰
朝
せ
よ
と
の
仰
せ
と

の
こ
と
。
ま
こ
と
に
長
々
（朝
鮮
半
島
に
）在
陣
し
、
気
疲
れ
ゆ
え
の
こ
と
だ
か
ら
、

油
断
な
く
早
々
に
帰
国
し
て
、
養
生
し
な
さ
い
。
詳
し
く
は
真
木
嶋
昭
光
と
柳

沢
元
政
方
か
ら
申
す
で
あ
ろ
う
。
か
し
く
。 

 
 
 

閏
九
月
九
日 

 

（花
押
） 

 
 
 

羽
柴
小
早
川
侍
従

（

小

早

川

隆

景

）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（小
早
川
家
文
書
二
〇
七
） 

年
始
の
お
祝
い
に
、
太
刀
一
腰
、
馬
一
疋
が
届
い
た
。
す
ば
ら
し
い
。
な
お
（詳
し

く
は
）真
木
嶋
昭
光
が
申
す
で
あ
ろ
う
。
如
件
（御
内
書
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
）。 

 
 
 

正
月
六
日 

 

（花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

羽
柴
侍
従

（
吉
川
広
家
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（吉
川
家
文
書
七
三
〇
） 

わ
ざ
わ
ざ
筆
を
と
った
。
当
所
に
永
々
と
逗
留
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
窮
屈
だ
。

そ
こ
で
津
郷
（福
山
市
津
之
郷
町
）が
よ
い
と
こ
ろ
と
聞
い
た
の
で
、
移
り
た
い
。
き

っと
毛
利
輝
元
に
対
し
て
意
見
し
、
（希
望
が
か
な
う
よ
う
に
）頼
む
ぞ
。
そ
の
た

め
曽
我
晴
助
を
派
遣
し
た
。
よ
って
鞦
（し
り
が
い 

※
）を
十
個
遣
わ
す
。
な
お

（詳
し
く
は
）真
木
嶋
昭
光
が
申
す
べ
く
候
也
。 

 
 
 

八
月
十
五
日 

 

（花
押
）  

 
 
 
 
 
 
       

（※ 

馬
具
の
一
種
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
川
駿
河
守

（
元
春
）

と
の
へ  

 
 
 
 
 

（吉
川
家
文
書
五
〇
一
） 

御
内
書
の
例 

…
候
（也
）、 

恐
々
謹
言 

…
候
（也
）、 

か
し
く 

…
候
也
、 

（状
）如
件 

…
候
也 

書
き
止
め 

文
言 

殿 殿 殿 

と
の
へ 

宛
先
の 

敬
称 

３ ５ ２ ３０２ 

見
つ
け
た 

御
内
書
数 

1.0％ 1.6％ 0.6％ 96.8％ 割
合 

ま
ず
、
本
文
の
文
末
（
書
き
止
め
文
言
）
が
、 

「
候
也
」
「
如
件
」
「
か
し
く
」
「
恐
々
謹
言
」
と
、 

四
タ
イ
プ
全
部
違
う
よ
！ 

御
名
答
！ 

そ
の
他
に
、 

タ
イ
プ
Ｄ
は
「
義
昭
（
花
押

か

お

う

）」
と
あ
り
ま
す
。 

名
前
と
花
押
を
記
し
て
い
る
け
ど
、 

タ
イ
プ
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
、
花
押
の
み
で
、 

名
前
を
書
い
て
い
な
い
よ
。 

宛
名
に
付
い
て
い
る
敬
称
も
、 

「
と
の
へ
」
と
「
殿
」
と
、
違
う
わ
ね
！ 

タイプ別の足利義昭御内書 



⑩ 

              

⑪ 

                                                                                                    

     

⑫ 

               
⑬ 

             

⑭ 

              

⑮ 

             

い
い
と
こ
ろ
に
、
気
が
付
い
た
ね
！ 

宛
書

あ
て
が
き

の
敬
称

け
い
し
ょ
う

も
、「
と
の
へ
」
よ
り
、 

「
殿と

の

」
の
方
が
丁
寧
で
す
。 

書
き
止
め
も
、「
候
也
」
で
本
文
が
終
わ
る
よ
り
、 

「
如
件
」「
か
し
く
」
が
付
い
て
い
た
方
が 

相
手
を
敬
っ
て
い
ま
す
。 

「
恐
々
謹
言
」
は
、 

「
お
そ
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す
」
っ
て
こ
と
。 

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
将
軍
の
御
内
書
と
い
っ
て
も
、 

形
式
は
書
状
と
変
わ
ら
な
い
よ
ね
。 

今
で
も
、
手
紙
を
書
く
と
き
、 

名
字
だ
け
書
く
よ
り
も
、 

氏
名
を
き
ち
ん
と
書
く
方
が
丁
寧
よ
ね
。 

差
出
者

さ
し
だ
し
し
ゃ

の
花
押
だ
け
の
文
書
よ
り
も
、 

名
前
に
花
押
が
据
え
て
あ
る
方
が 

丁
重
な
ん
じ
ゃ
な
い
の⁉

 

 

と
い
う
こ
と
は
、 

タ
イ
プ
Ａ
よ
り
タ
イ
プ
Ｂ
、 

タ
イ
プ
Ｂ
よ
り
タ
イ
プ
Ｃ
、 

タ
イ
プ
Ｃ
よ
り
タ
イ
プ
Ｄ
の
方
が
、 

丁
重
で
、 

宛
名
の
人
を
敬
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と⁉

 

 

そ
う
い
う
こ
と
で
す
！ 

 

室
町
幕
府
将
軍
で
す
か
ら
、 

御
内
書
を
送
る
相
手
は
圧
倒
的
に 

自
分
よ
り
下
位
の
人
物
で
す
。 

な
の
で
、 

今
回
見
つ
け
た
御
内
書
の
数
も 

タ
イ
プ
Ａ
が
圧
倒
的
で
、 

約
97
％
を
占
め
ま
す
。 

 

そ
う
ね
！ 

と
い
う
こ
と
は
、 

史
料
１
の
御
内
書
は
、
タ
イ
プ
Ｂ
な
の
で
、 

他
に
、
こ
の
表
の
例
に
あ
る
１
例
し
か
な
い
、

希
少
な
も
の
な
の
ね
！ 

そ
の
希
少
な
タ
イ
プ
Ｂ
の
宛
名
の
人
物
が
、 

「
北
畠
中
将
」
で
す
。 

北
畠
氏
は
村
上
源
氏
の
出
身
（
⑤
参
照
）。 

足
利
義
昭
が
永え

い

禄ろ
く

11
年
（
１
５
６
８
）
に 

従
四
位
下

じ

ゅ

し

い

の

げ

・
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た
と
き
、 

北
畠
氏
の
当
主
は
具
房

と
も
ふ
さ

の
父
の
具
教

と
も
の
り

で
、 

当
時
、
具
教
は
正
三
位

し
ょ
う
さ
ん
み

・
前
権
中
納
言

さ
き
の
ご
ん
ち
ゅ
う
な
ご
ん

で
し
た
。 

将
軍
義
昭
よ
り
も
上
位
に
い
た
ん
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
高
い
地
位
に
あ
っ
た 

北
畠
氏
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、 

義
昭
は
、
タ
イ
プ
Ｂ
の
御
内
書
を 

送
っ
た
の
で
す
。 


