
津
軽
安
藤
氏
研
究
の

視
角

鈴

木

満

序

章

問
題
の
所
在

つ
の
有
力
な
系
統
が
あ
っ
た
と
す
る
に
と
ど
め
る
。

小
論
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
津
軽
安
藤
氏
の
系

譜
と
動
向
に
関
す
る
一
の
試
論
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

室
町
期
成
立
の
「
熊
野
那
智
大
社
文
書
」
陸
奥
国
下
図
殿
代
々
名
法

目
前
は
、
下
国
家
と
よ
ば
れ
る
津
軽
安
藤
氏
一
族
の
最
古
の
系
図
で
、

「
安
藤
又
太
郎
宗
季
、
其
御
子
息
師
季
、
其
子
ニ
法
季
、
其
子
ニ
盛
季
、

ヤ
ス

其
子
ニ
泰
季
と
申
、
今
の
下
回
家
殿
也
」
と
あ
っ
て
、
鎌
倉
末
期
か
ら

室
町
期
に
か
け
て
の
当
主
を
記
し
て
い
る
。
津
軽
安
藤
氏
の
系
図
は
、

名
法
日
記
に
他
の
史
料
を
加
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
成
果

と
し
て
、
下
の
遠
藤
巌
氏
の
研
究
を
と
り
あ
げ
る
。

下
の
系
図
の
安
藤
五
郎
・
貞
季
（
季
盛
）
・
宗
季
父
某
を
、
小
論
で

は
と
り
あ
げ
な
ほ
o

鎌
倉
末
期
の
津
軽
安
藤
氏
は
、
季
久
と
季
長
の
二

安
藤
五
郎

十
三
機
福
島
城
主

1
貞
季

e
a
u
l

季
長

一

季

雄

一

五

郎

太

郎

文

太

郎

．a
祐
季外

浜
明
師

E

B

某

I
l
l－
宗
季

I
l－

1
師
季

季

久

一

高

季

五

郎

三

郎

一

五

郎

太

郎

又

太

郎

一

又

太

郎
「

家

季五
郎
二
郎

-1-

Akita University



遠
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
安
藤
宗
季
の
初
名
は
季
久
で
、
い
わ
ゆ
る
蝦
夷

管
領
を
安
藤
季
長
と
争
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
正
中
二
年

（
一
三
二
五
）
九
月
一
一
日
宗
季
譲
状
で
あ
る
。
し
か
し
譲
状
の
理
解

に
は
批
判
が
あ
る
。

小
論
で
は
、
宗
季
譲
状
に
関
す
る
諸
説
と
問
題
点
を
整
理
し
、
蝦
夷

管
領
と
宗
季
の
関
係
、
宗
季
の
系
譜
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
る
。
そ
の

う
え
で
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
残
り
の
津
軽
安
藤
氏
の

系
譜
、
具
体
的
に
は
家
季
・
祐
季
の
系
譜
、
さ
ら
に
は
津
軽
安
藤
氏
の

動
向
を
再
検
討
し
た
い
。

第
一
章

鎌
倉
末
期
の
津
軽
安
藤
氏

第
一
節
安
藤
宗
季
譲
状
・
蝦
夷
管
領
・
東
夷
成
敗
権

鎌
倉
末
期
、
安
藤
宗
季
が
蝦
夷
管
領
で
あ
る
と
す
る
史
料
は
、
次
に

掲
げ
る
宗
季
譲
状
で
あ
る
。

［
史
料
AV］

ゆ
つ
り
わ
た
す
、
っ
か
る
は
な
わ
の
こ
ほ
り
け
ん
か
し
ま
し
り
ひ

き
の
か
う
、
か
た
の
へ
ん
の
か
う
な
ら
ひ
に
ゑ
そ
の
き
た
、
ぬ
か

の
ふ
う
そ
り
の
か
う
、
な
か
は
ま
の
み
ま
き
、
み
な
と
い
け
の
ち

と
う
御
た
い
く
わ
ん
し
き
の
事
、

み
き
の
と
こ
ろ
は
宗
季
せ
ん
れ
い
に
ま
か
せ
て
き
た
を
い
た
す
へ

き
よ
し
御
く
た
し
ふ
み
を
給
は
る
も
の
な
り
、
し
か
る
を
し
そ
く

い
ぬ
ほ
う
ー
こ
し
た
る
に
よ
て
御
く
た
し
ふ
み
を
あ
い
そ
ゑ
て
ゑ

い
た
い
こ
れ
を
ゆ
っ
り
あ
た
う
る
と
こ
ろ
な
り
、
宗
季
い
か
な
る

事
も
あ
ら
ん
と
き
は
こ
の
ゆ
っ
り
し
や
う
に
ま
か
せ
て
ち
き
ゃ
う

す
へ
き
な
り
、
た
＝
し
う
そ
り
の
か
う
の
う
ち
、
た
や
、
た
な
ふ
、

あ
ん
と
の
う
ら
を
ハ
、
に
よ
し
と
ら
こ
せ
ん
い
ち
こ
ゆ
つ
り
し
ゃ

う
を
あ
た
う
る
と
こ
ろ
な
り
、
よ
て
ゆ
っ
り
し
ゃ
う
く
た
ん
の
こ

と
し
、

正

中

二

年

九

月

十

一

日

宗

季

（

花

押

影

）

遠
藤
巌
氏
は
、
右
の
譲
状
の
「
ゑ
そ
の
き
た
」
「
御
た
い
く
わ
ん
し
き
」

を
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
六
月
六
日
、
安
藤
又
太
郎
か
ら
安
藤
五

郎
三
郎
に
交
代
し
た
代
官
職
、
す
な
わ
ち
蝦
夷
管
領
と
す
る
（
「
ゑ
そ

の
き
た
」
蝦
夷
管
領
説
）
。
そ
し
て
「
諏
訪
大
明
神
面
詞
」
に
基
づ
き
、

［
史
料
A
］
の
宗
季
を
又
太
郎
季
長
と
蝦
夷
管
領
を
争
っ
た
五
郎
三
郎

季
久
と
す
る
（
宗
季
季
久
同
一
人
物
説
）
。
本
節
で
は
「
ゑ
そ
の
き
た
」

蝦
夷
管
領
説
を
検
討
す
る
。

高
橋
富
雄
氏
は
、
「
ゑ
そ
の
き
た
」
が
鼻
和
郡
と
糠
部
郡
の
聞
に
置

か
れ
て
い
る
か
ら
、
津
軽
地
区
の
蝦
夷
沙
汰
を
特
に
独
立
し
て
き
し
た

と
す
る
。
ま
た
黒
嶋
敏
氏
は
、
「
ゑ
そ
の
さ
た
」
が
「
蝦
夷
全
般
の
こ

と
を
含
む
内
容
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
蝦
夷
の
沙
汰
』
は
『
地
頭
代
官
職
」

の
前
後
に
配
置
さ
れ
る
の
が
自
然
」
だ
か
ら
、
鼻
和
郡
に
関
す
る
も
の

と
す
る
。
両
氏
の
批
判
は
、
史
料
解
釈
上
妥
当
で
あ
る
。
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だ
が
「
諏
訪
大
明
神
間
調
」
は
現
在
の
北
海
道
及
び
そ
の
以
北
の
蝦

ユ
ウ

夷
の
説
明
に
続
い
て
「
根
本
ハ
酋
長
モ
ナ
カ
リ
シ
ヲ
、
武
家
其
ノ
濫
吹

ヲ
鎮
護
セ
ン
タ
メ
ニ
、
安
藤
太
ト
云
物
ヲ
蝦
夷
管
領
ト
ス
」
と
あ
り
、

津
軽
安
藤
氏
は
北
海
道
及
び
そ
の
以
北
の
蝦
夷
の
鎮
護
を
担
当
し
て
い

【

mv

ツ
カ
ル
ソ
ト
ノ

た
。
渡
党
と
よ
ば
れ
る
蝦
夷
が
北
条
氏
領
「
津
軽
外
浜
ニ
往
来
交
易
」

を
し
て
い
た
。
北
条
氏
は
、
北
方
交
易
の
安
定
を
は
か
る
べ
く
、
津
軽

安
藤
氏
に
北
方
の
蝦
夷
を
と
り
ま
と
め
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

諸
説
共
通
の
問
題
点
と
し
て
、
［
史
料
A
］
の
「
ゑ
そ
の
き
た
」
は
「
ち

と
う
御
た
い
く
わ
ん
し
き
」
と
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
石
井
進
氏
が
述

べ
る
よ
う
に
、
「
ゑ
そ
の
さ
た
」
は
「
地
頭
の
権
限
か
ら
出
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
『
地
頭
御
代
官
職
」
」
で
は
な
川
口

次
の
史
料
は
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
の
「
ゑ
そ
の
き
た
」
の
ゆ
く
え
に

関
わ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

［
史
料
民
］（

北
畠
願
家
V

（
花
押
影
）

陸
奥
国
津
軽
鼻
和
郡
絹
家
島
尻
引
郷
、
片
野
辺
郷
、
糠
部
郡
宇
曾

利
郷
、
中
浜
御
牧
、
湊
以
下
、
同
西
浜
機
餓
品
開
殺
サ
地
頭

代
職
事
、

右
、
安
藤
五
郎
太
郎
高
季
守
先
例
可
令
領
掌
之
状
、
所
仰
如
件
、

建
武
二
年
間
十
月
廿
九
日

［
史
料
B
］
に
は
、
［
史
料
A
］
の
「
ゑ
そ
の
き
た
」
に
相
当
す
る

も
の
が
な
い
。
そ
れ
は
、
鎖
守
府
大
将
軍
北
畠
顕
家
が
「
ゑ
そ
の
き
た
」

を
除
外
し
た
結
果
と
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
［
史
料
B
］
か
ら
、
「
ゑ

そ
の
き
た
」
は
一
つ
の
職
で
は
な
い
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

石
井
氏
が
指
摘
す
る
問
題
を
解
消
す
る
に
は
、
「
ゑ
そ
の
さ
た
」
を

一
つ
の
職
と
し
な
い
読
み
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
ゑ

そ
の
さ
た
」
を
糠
部
宇
曽
利
郷
を
修
飾
す
る
言
葉
と
す
る
、
つ
ま
り
通

説
の
よ
う
に
［
史
料
A
］
の
「
ゑ
そ
の
さ
た
」
と
「
ぬ
か
の
ふ
の
う
そ

り
か
う
」
の
聞
に
読
点
を
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
「
ゑ
そ
の
き
た
ぬ
か

の
ふ
の
う
そ
り
か
う
」
と
読
む
。
蝦
夷
の
沙
汰
糠
部
宇
曽
利
郷
と
は
蝦

夷
が
支
配
す
る
糠
部
宇
曽
利
郷
と
い
う
意
味
で
、
蝦
夷
が
所
領
経
営
に

あ
た
っ
て
い
た
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
所
領
だ
か
ら
、
宗
季

は
「
ゑ
そ
の
き
た
」
の
文
言
を
加
え
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
ゑ
そ
の
さ
た
」
が
一
つ
の
職
で
な
い
と
す
れ
ば
、
遠
藤
・
高
橋
・

黒
嶋
各
説
へ
の
疑
問
が
解
消
す
る
。
ま
た
「
ゑ
そ
の
き
た
」
は
「
ち
と

う
御
た
い
く
わ
ん
し
き
」
で
は
な
い
と
す
る
問
題
が
生
じ
な
い
。
さ
ら

に
「
ゑ
そ
の
さ
た
」
が
［
史
料
B
］
に
み
え
な
い
問
題
も
解
決
す
る
。

史
料
解
釈
の
面
か
ら
［
史
料
A
］
の
「
ゑ
そ
の
き
た
」
を
と
り
あ
げ

た
。
鎌
倉
幕
府
下
の
出
羽
・
陸
奥
両
国
と
い
う
面
か
ら
検
証
し
た
い
。

［
史
料
A
］
に
み
え
る
所
領
は
、
蝦
夷
村
か
ら
郡
郷
制
が
施
行
さ
れ
、

内
固
化
し
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
陸
奥
国
に
は
、
西
国
か
ら
の
流
入

を
預
か
る
「
奥
州
夷
」
が
い
師
。
ま
た
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
、
出

羽
圏
内
の
「
蝦
夷
蜂
起
」
が
鎌
倉
に
伝
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
建
武
元
年

（
一
三
三
四
）
九
月
六
日
陸
奥
国
国
宣
の
「
平
泉
中
尊
寺
者
、
陸
奥
・

-3-
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出
羽
両
国
之
甲
区
、
堀
河
・
鳥
羽
二
代
之
勅
願
也
、
（
中
略
）
、
愛
頃
年

武
士
甲
乙
人
等
、
寄
縛
於
蝦
夷
巣
族
追
伐
、
或
闘
入
郭
門
致
狼
籍
、
戒

押
妨
寺
領
及
駆
使
云
々
、
太
以
濫
吹
也
」
の
「
蝦
夷
」
に
は
、
中
尊
寺

及
び
同
寺
領
内
の
「
蝦
夷
」
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
鎌
倉
・
建
武
政
権
期
に
お
い
て
、
出
羽
・
陸
奥
両
国
に
「
蝦

夷
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
が
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
幕

府
は
「
於
出
羽
陸
奥
者
、
依
夷
之
地
」
の
よ
う
に
、
両
国
を
特
殊
な
地

域
と
と
ら
え
て
い
た
。

《
却
｝

幕
府
は
、
東
夷
成
敗
権
に
も
と
づ
い
て
「
蝦
夷
」
を
統
治
し
た
。
し

か
し
次
節
で
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
、
津
軽
安
藤
氏
の
内
紛
で
季
長
派
の

「
蝦
夷
」
は
根
強
く
抵
抗
し
て
い
る
。
津
軽
安
藤
氏
の
「
蝦
夷
」
へ
の

依
存
は
、
軍
事
面
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
［
史
料
A
］
の
よ

う
に
、
北
奥
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
の
所
領
経
営
の
う
え
に
北
条
氏
領
地

頭
代
職
安
藤
氏
が
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
［
史
料
A
］
の
「
ゑ
そ
の

さ
た
」
は
、
蝦
夷
管
領
で
は
な
い
。
宗
季
を
蝦
夷
管
領
と
す
る
挙
証
は

な
く
、
宗
季
季
久
同
一
人
物
説
の
前
提
が
成
り
立
た
な
い
。

第
二
節
「
蝦
夷
蜂
起
」
と
安
藤
宗
季
の
系
譜

次
に
掲
げ
る
史
料
の
よ
う
に
、
安
藤
宗
季
の
所
領
は
［
史
料
A
〕
以

外
に
あ
っ
た
。

［
史
料
C
］

ゆ
っ
り
わ
た
す
、
五
郎
太
郎
た
か
す
ゑ
ニ
、
み
ち
の
く
に
つ
か
る

に
し
の
は
ま
M
計
匂
ま
事
、

右
、
く
た
ん
の
と
こ
ろ
ハ
、
む
ね
す
ゑ
は
い
り
ゃ
う
の
あ
い
た
、

か
の
御
く
だ
し
ふ
ミ
を
あ
い
そ
へ
て
、
し
そ
く
た
か
す
ゑ
ニ
、
ゆ

っ
り
あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
也
、
た
の
さ
ま
た
け
な
く
ち
き
ゃ
う
す
へ

し
、
又
い
ぬ
二
郎
丸
か
事
、
ふ
ち
を
く
わ
へ
て
い
と
を
し
く
あ
た

る
へ
し
、
ゆ
め
／
＼
こ
の
し
ゃ
う
を
そ
む
く
事
あ
る
へ
か
ら
す
、

よ
て
ゆ
っ
り
し
ゃ
う
く
た
ん
の
こ
と
し
、

元
徳
二
年
六
月
十
四
日
む
ね
す
ゑ
（
花
押
影
）

An｝
 

遠
藤
巌
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
［
史
料
A
］
・
［
史
料
C
］
の
「
御
く

た
し
ふ
み
」
・
「
御
く
だ
し
ふ
ミ
」
は
得
宗
家
発
給
で
あ
ろ
う
。
斉
藤

利
男
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
安
藤
季
久
派
が
外
浜
内
末
部
、
季
長
派

Anv 

が
西
浜
折
曽
関
を
拠
点
と
し
て
い
る
が
、
西
浜
が
宗
季
に
与
え
ら
れ
た

の
は
、
工
藤
祐
貞
が
季
長
を
捕
ら
え
て
鎌
倉
に
帰
参
し
た
嘉
暦
元
年

（
ご
三
ヱ
ハ
）
七
月
二
六
日
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
頃
で
あ
ろ
う
。

石
井
進
氏
は
、
［
史
料
A
］
・
［
史
料
C
］
に
外
浜
が
み
え
な
い
点
を

問
題
と
す
る
。
遠
藤
説
で
は
、
宗
季
が
後
の
安
藤
家
季
で
あ
る
［
史
料
C
〕

の
「
い
ぬ
二
郎
丸
」
に
外
浜
を
譲
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
佐
々
木
慶
市

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
［
史
料
C
］
の
「
い
ぬ
二
郎
丸
か
事
、
ふ
ち

を
く
わ
へ
て
い
と
を
し
く
あ
た
る
へ
し
」
か
ら
、
宗
季
が
「
い
ぬ
二
郎
丸
」

【
唱
曲
V

に
譲
っ
た
所
領
は
な
い
。
〔
史
料
C
］
か
ら
男
子
の
分
割
相
続
を
認
め

な
い
原
則
を
読
み
と
れ
、
［
史
料
B
］
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
宗
季
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の
所
領
に
外
浜
は
な
い
。
季
久
が
外
浜
を
拠
点
と
し
た
の
は
、
自
身
の

所
領
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
季
久
領
外
浜
が
宗
季
の
譲
状
に
見
え
な
い
の

は
、
宗
季
と
季
久
は
別
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
季
は
、
蝦

夷
管
領
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
［
史
料
A
］
の
所
領
は
、
い
つ
宗
季
に
給
与
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
遠
藤
氏
は
、
蝦
夷
管
領
交
代
時
と
し
、
安
藤
氏
の
乱
と
よ
ば

れ
る
「
蝦
夷
蜂
起
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

「
蝦
夷
蜂
起
」
に
関
す
る
研
究
は
、
多
く
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
金

｛幻）

沢
文
庫
文
書
」
五
月
一
一
一
日
北
条
高
時
害
状
の
年
次
を
正
中
二
年

（
一
三
二
五
）
と
し
た
斉
藤
氏
の
研
究
を
手
が
か
り
に
し
た
い
。

斉
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
元
応
二
年
（
一
三
二

O
）
か
ら
起
こ
っ
た
、
「
出

羽
蝦
夷
蜂
起
」
は
出
羽
国
秋
田
城
管
轄
下
で
あ
る
日
本
海
側
の
夷
島
の

蝦
夷
の
峰
起
で
、
そ
れ
が
大
規
模
化
し
、
津
軽
安
藤
氏
の
抗
争
に
発
展

し
て
鎌
倉
に
注
進
さ
れ
た
の
が
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
と
す
る
。
そ

し
て
季
久
が
主
導
権
を
発
揮
し
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
五
月
二
一

日
以
前
に
「
蝦
夷
静
議
」
と
な
っ
た
と
す
る
。

斉
藤
説
へ
の
疑
問
と
し
て
、
ま
ず
「
出
羽
蝦
夷
蜂
起
」
の
理
解
。
論

拠
で
あ
る
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
条
の
「
出

羽
蝦
夷
蜂
起
、
度
々
及
合
戦
、
自
去
元
応
二
年
蜂
起
云
々
」
を
素
直
に

読
め
ば
、
出
羽
国
内
の
蝦
夷
蜂
起
で
、
鎌
倉
幕
府
の
支
配
に
対
す
る

【

mv

蝦
夷
の
反
乱
で
あ
ろ
う
。
遠
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
正
中
元
年

（
一
三
二
四
）
五
月
及
び
翌
年
正
月
の
蝦
夷
降
伏
祈
祷
は
、
い
わ
ゆ
る

弘
安
の
役
と
同
じ
で
、
「
蝦
夷
蜂
起
」
は
特
別
の
大
事
件
と
認
識
さ
れ

｛鈎
V

て
い
た
。
幕
府
の
東
夷
成
敗
権
の
根
幹
を
括
る
が
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
津
軽
安
藤
氏
の
内
紛
と
の
関
係
。
季
長
派
と
季
久
派
の
戦
闘
は

津
軽
地
方
だ
か
ら
、
「
蝦
夷
蜂
起
」
は
津
軽
安
藤
氏
の
内
紛
と
直
接
関

係
な
い
。

次
に
「
蝦
夷
静
誰
」
の
担
い
手
。
蝦
夷
管
領
交
代
後
、
季
長
派
の
抵

抗
が
起
こ
る
と
鎌
倉
か
ら
軍
勢
を
派
遣
し
て
お
り
、
季
久
の
軍
事
力
は

期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
斉
藤
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
蝦
夷
静
誼
」
以
前
、

鎌
倉
か
ら
の
軍
勢
派
遣
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
蝦
夷
静
誼
」
後
の

討
伐
の
対
象
は
季
長
及
び
そ
の
与
党
と
明
確
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
「
蝦

夷
蜂
起
」
は
組
織
的
な
も
の
で
は
な
く
、
追
討
す
べ
き
対
象
を
特
定
で

き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
蜂
起
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
解
決
を
し
な
け
れ
ば
・
な
ら
ず
、
「
蝦
夷
蜂
起
」
が
長
引
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
蝦
夷
静
誼
」
後
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
六
月
六
日
、
「
代
官
職
」

が
季
長
か
ら
季
久
に
交
代
し
て
い
封
。
「
代
官
職
」
は
、
通
説
通
り
蝦

夷
管
領
で
あ
ろ
う
。
「
代
官
職
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
名
称
は
、
特
定

の
名
称
が
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

宗
季
に
対
す
る
［
史
料
A
］
の
五
ヶ
所
も
の
所
領
給
与
は
、
遠
藤
説

の
通
り
、
蝦
夷
管
領
交
代
時
で
あ
ろ
う
。
季
長
及
び
そ
の
与
党
の
所
領

で
あ
ろ
、
ヮ
。

蝦
夷
管
領
交
代
の
理
由
を
、
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
は
「
依
蝦
夷
蜂
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起
事
」
と
す
る
。
同
史
料
は
季
長
方
を
「
蝦
夷
」
と
す
る
か
ら
、
「
蝦

夷
賂
起
」
は
季
長
派
の
軍
事
行
動
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
諏
訪

大
明
神
画
詞
」
に
よ
れ
ば
、
季
久
と
季
長
が
数
年
合
戦
に
及
ん
だ
と
あ

る
。
「
蝦
夷
静
誼
」
後
、
季
長
の
実
力
行
使
を
非
と
し
、
蝦
夷
管
領
と

所
領
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
季
に
は
、
［
史
料
A
］
・
〔
史
料
C
］
、
都
合
六
カ
所
の
所
領
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
宗
季
は
、
通
称
を
季
長
と
同
じ
又
太
郎
に
改
め

る
。
得
宗
家
は
、
宗
季
を
季
長
の
後
継
者
と
し
、
五
郎
三
郎
家
と
又
太

郎
家
の
存
続
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
季
は
季
久
派
で
、
〔
史
料
C
］
の
「
い
ぬ
ほ
う
し
」
と
同
様
の
立

場
と
み
ら
れ
る
。
後
に
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
季
久
流
は
、
外
浜
に
所
領

を
持
つ
庶
子
家
が
い
た
。
そ
う
し
た
庶
子
家
が
い
る
季
久
流
で
は
な
く
、

季
長
流
か
ら
季
長
の
後
継
者
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
得
宗
家
か
ら
抜

揺
さ
れ
た
宗
季
流
は
、
下
国
家
と
し
て
存
続
す
る
。
二
つ
の
津
軽
安
藤

氏
は
、
鎌
倉
末
期
ま
で
続
い
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
建
武
政
権
期
か
ら
南
北
朝
期
の
津
軽
安
藤
氏

第
一
節
北
条
氏
の
滅
亡
と
安
藤
季
久
流

建
武
政
権
は
、
津
軽
安
藤
氏
が
代
官
職
で
あ
っ
た
糠
部
郡
・
外
浜
を

A

お
v

足
利
尊
氏
に
給
与
し
て
い
る
。
陸
奥
国
司
北
畠
顕
家
は
、
股
肱
南
部
師

行
を
糠
部
郡
奉
行
に
任
じ
、
外
浜
に
中
条
時
長
以
下
の
奉
行
を
派
遣
す

封
。
そ
し
て
国
司
と
し
て
尊
氏
領
糠
部
郡
・
外
浜
の
郷
村
を
師
行
等
に

（
明

M
V

｛
咽
岬
｝

給
与
し
て
い
る
が
、
関
所
地
で
は
な
い
郷
村
も
対
象
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
次
に
掲
げ
る
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）

と
推
定
さ
れ
る
六
月
二
一
日
師
行
光
顕
家
袖
判
御
教
書
を
と
り
あ
げ
た

《

mv

［
史
料
D
］

一
、
外
浜
明
師
状
入
見
参
畢
、
式
部
卿
宮
と
自
称
候
し
悪
党
人
、

最
前
相
取
滋
之
由
、
載
白
状
問
、
雄
不
能
御
抽
賞
、
知
今
令
申

者
致
忠
節
之
所
存
候
欺
、
然
者
争
無
別
御
沙
汰
哉
、
且
云
当
時

云
向
後
、
可
致
忠
之
由
、
内
々
猶
可
被
加
教
訓
候
、
（
中
略
）
、

一
、
安
藤
五
郎
二
郎
家
季
事
、
所
存
之
趣
、
索
以
非
無
疑
胎
候
、

所
詮
外
浜
ヲ
押
領
之
志
候
欺
、
足
利
方
ヘ
ハ
国
方
預
由
申
、
国

方
ヘ
ハ
足
利
方
預
之
由
構
候
欺
、
彼
密
事
事
、
一
箇
条
も
不
審

無
様
候
、
京
都
へ
ハ
具
被
申
畢
、
（
中
略
）
、
五
郎
二
郎
も
別
心

候
ハ
て
、
存
報
国
之
忠
者
、
外
浜
等
事
も
公
家
へ
も
足
利
方

へ
も
被
申
談
ハ
な
と
、
一
方
ヲ
も
無
御
計
之
道
候
哉
、
而
知
当

時
い
か
さ
ま
に
も
有
異
心
敗
、
然
而
湊
孫
次
郎
弁
明
師
等
不
同

心
合
力
者
、
家
季
一
身
無
指
事
候
欺
、
内
々
得
此
意
、
可
被
廻

方
便
歎
と
思
召
候
也
、
多
国
ハ
彼
堺
事
不
知
案
内
欺
、
平
賀
ハ

多
田
ニ
も
不
和
、
結
句
又
安
藤
五
郎
二
郎
と
も
不
和
事
出
来
欺

之
由
、
其
聞
候
之
問
、
被
召
返
候
也
、
所
詮
安
藤
一
族
強
無
異

-6-

Akita University



心
之
色
欺
、
而
家
季
一
身
造
意
非
無
疑
、
国
之
御
大
事
ニ
候
へ

は
、
能
々
可
被
廻
思
案
候
、
知
何
さ
ま
に
明
師
・
祐
季
ヲ
能
々

可
被
誘
仰
欺
、

右
に
「
外
浜
ヲ
抑
領
之
志
候
欺
、
足
利
方
ヘ
ハ
国
方
預
由
申
、
国
方

ヘ
ハ
足
利
方
預
之
由
構
候
欺
」
と
あ
っ
て
、
安
藤
家
季
は
顕
家
・
尊
氏

双
方
か
ら
外
浜
一
円
に
及
ぶ
正
当
な
知
行
人
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。

佐
々
木
慶
市
悶
は
、
所
領
を
譲
ら
れ
な
か
っ
た
家
季
が
関
所
地
で
あ
る

外
浜
の
押
領
を
企
て
た
と
す
る
。

し
か
し
顕
家
は
、
「
外
浜
等
事
も
公
家
へ
も
足
利
方
へ
も
被
申
談

ハ
な
と
、
一
方
ヲ
も
無
御
計
之
道
候
哉
」
と
家
季
へ
の
配
慮
を
示
し
、
「
平

賀
ハ
多
田
ニ
も
不
和
、
結
句
又
安
藤
五
郎
二
郎
と
も
不
和
事
出
来
欺
之

由
、
其
聞
候
之
問
、
被
召
返
候
也
」
と
家
季
と
の
不
和
を
理
由
に
派
遣

し
た
奉
行
の
召
し
返
し
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
家
季
は
、
外

浜
の
有
力
者
で
あ
る
ロ

外
浜
は
、
宗
季
と
別
人
の
季
久
の
所
領
で
あ
る
。
外
浜
の
有
力
者
家

季
は
、
季
久
流
の
嫡
流
で
、
季
久
の
子
か
、
近
親
者
で
あ
ろ
う
。

斉
藤
利
男
氏
は
、
家
季
を
外
浜
地
頭
代
と
す
る
。
鎌
倉
末
期
は
、
そ

う
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
北
条
氏
が
滅
亡
す
る
。
建
武
政
権
は
「
今
度
没

官
地
代
官
職
安
堵
事
、
本
人
巳
朝
敵
、
代
官
何
有
安
堵
之
号
哉
」
の

よ
う
に
、
北
条
氏
領
代
官
職
没
収
が
原
則
で
、
家
季
は
外
浜
で
の
所
職

を
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
家
季
は
北
条
氏
か
ら
補
任
さ

れ
た
蝦
夷
管
領
も
失
っ
た
で
あ
ろ
%
。

［
史
料
D
］
の
「
湊
孫
次
郎
弁
明
師
等
不
同
心
合
力
者
、
家
季
一
身

無
指
事
候
歎
」
か
ら
、
祐
季
も
明
師
も
外
浜
内
に
所
領
が
あ
り
、
季
久

流
の
庶
流
で
あ
ろ
う
。
祐
季
は
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
二
月
、
師

行
の
弟
政
長
に
「
筋
黒
一
尻
、
阿
保
昌
一
烏
令
進
」
め
る
な
ど
し
て
接

近
し
て
い
る
。
そ
し
て
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
一
二
月
一
四
日
津
軽

降
人
交
名
注
進
状
純
に
よ
れ
ば
、
祐
季
は
津
軽
降
人
を
五
人
預
か
っ
て

い
る
。
ま
た
明
師
は
、
［
史
料
D
］
に
「
式
部
卿
宮
と
自
称
候
し
悪
党
人
、

最
前
相
取
滋
」
と
あ
る
よ
う
に
、
反
建
武
政
権
の
動
き
を
見
せ
た
時
も

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
季
久
流
は
、
分
裂
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
顕
家
も
［
史

料
D
］
に
「
家
季
一
身
造
意
非
無
疑
、
国
之
御
大
事
ニ
候
へ
は
、
能
々

可
被
廻
思
案
候
、
如
何
さ
ま
に
明
師
・
祐
季
ヲ
能
々
可
被
誘
仰
欺
」
と

あ
る
よ
う
に
、
家
季
を
通
じ
て
季
久
流
を
統
制
し
よ
う
と
し
な
い
。

季
久
流
は
、
北
条
氏
滅
亡
後
も
現
地
で
の
影
響
力
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
た
め
か
顕
家
は
季
久
流
を
と
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
方
針
は
他
の
旧
北
条
氏
領
代
官
に
も
と
ら
れ
、
軍
功
が
あ
れ
ば
所
領

安
堵
や
新
思
地
給
与
を
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
尊
氏
が
建
武
政
権
に
そ
む
く
と
、
家
季
も
呼
応
し
た
。
建

武
四
年
（
一
三
三
七
）
七
月
、
津
軽
国
人
曽
我
貞
光
は
、
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
正
月
六
日
か
ら
翌
年
正
月
に
至
る
津
軽
地
方
で
行
わ
れ

た
顕
家
方
と
の
合
戦
の
軍
功
等
を
家
季
に
提
出
し
、
証
判
を
受
け
て
い

話
。
鎌
倉
末
期
に
得
宗
家
か
ら
蝦
夷
管
領
に
任
じ
ら
れ
、
津
軽
安
藤
氏
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嫡
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
季
久
流
は
、
建
武
政
権
期
に
そ
の
地
位
を
維

持
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
尊
氏
が
離
反
す
る
と
、
尊
氏
方
の
津
軽

地
方
の
軍
事
面
で
の
中
核
を
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
五
月
二

O
目
、
貞
光
は
大
光
寺

で
の
合
戦
の
軍
忠
を
安
藤
宗
季
の
子
師
季
に
提
出
し
、
証
判
を
受
け
て

い
る
。
同
年
七
月
二
三
日
に
奥
州
国
大
将
石
塔
義
房
が
貞
光
に
発
給

し
た
感
栂
は
、
師
季
の
証
判
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
師
季
は
奥
州
国

大
将
下
で
の
合
戦
奉
行
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
貞
和
三
年

（
一
三
四
七
）
五
月
日
貞
光
申
状
土
俗
に
よ
れ
ば
、
家
季
も
師
季
も
「
津

軽
合
戦
奉
行
」
だ
が
、
「
建
武
三
年
正
月
六
日
、
安
藤
五
郎
次
郎
家
季

称
下
給
御
教
書
、
合
力
之
閥
、
令
談
合
之
、
即
攻
落
南
部
六
郎
政
長
以

下
等
畢
」
と
あ
っ
て
、
家
季
は
正
式
の
合
戦
奉
行
に
任
じ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
暦
応
元
年
（
一
三
三
人
）
前
後
を
境
に
、

季
久
流
の
家
季
か
ら
宗
季
流
の
師
季
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
安
藤
宗
季
流
の
動
向

鎌
倉
末
期
、
安
藤
季
久
と
並
ぶ
存
在
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
宗
季
の
北

条
氏
滅
亡
後
の
動
向
を
み
て
み
よ
う
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
一
二

【包｝

月
一
四
日
津
軽
降
人
交
名
注
進
状
案
で
、
季
久
流
の
安
藤
家
季
・
湊
祐

季
と
並
ん
で
津
軽
降
人
を
預
か
っ
て
い
る
「
安
藤
又
太
郎
」
は
、
宗
季

と
さ
れ
て
い
る
。
宗
季
は
一
七
人
預
か
っ
て
お
り
、
も
っ
と
も
多
い
。

ま
た
宗
季
の
子
高
季
も
建
武
政
権
側
と
し
て
、
大
光
寺
合
戦
で
の
曽
我

円
山

M
V

乙
丸
代
羽
鳥
重
泰
の
手
負
を
注
進
し
て
い
る
。

次
に
掲
げ
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
高
季
は
陸
奥
図
司
北
畠
顕
家
よ
り
新

思
地
給
与
を
受
け
て
い
る
。

A
M｝

 

［
史
料
E
］

円
北
自
問
顕
家
》

（
花
押
影
）

下
平
賀
郡

可
令
早
安
藤
五
郎
太
郎
高
季
領
知
当
郡
上
柏
木
郷
、

右
、
為
勲
功
賞
所
被
宛
行
也
、
任
先
例
可
致
其
沙
汰
之
状
、
所
仰

如
件
、

建
武
元
年
三
月
十
二
日

つ
い
で
高
季
は
、
顕
家
か
ら
［
史
料
B
］
を
発
給
さ
れ
て
い
る
。
し

｛
岱
V

か
し
地
頭
代
職
知
行
は
、
他
の
顕
家
発
給
文
書
に
み
ら
れ
な
い
。
ま
た

文
書
様
式
を
み
る
と
、
新
恩
地
が
複
数
の
郡
に
及
ぶ
場
合
の
発
給
さ
れ

｛
白
調
－

る
文
書
に
近
く
、
「
安
藤
五
郎
太
郎
高
季
守
先
例
可
令
領
掌
」
か
ら
、

新
た
に
知
行
を
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
［
史
料
E
］
の
よ
う
に
、

新
恩
地
給
与
で
は
、
新
知
行
人
を
事
書
に
記
す
と
い
っ
た
相
違
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
［
史
料
B
］
は
、
特
異
な
文
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
［
史

料
B
］
発
給
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

［
史
料
B
］
の
「
陸
奥
国
津
軽
鼻
和
郡
絹
家
島
尻
引
郷
、
（
中
略
）
、

湊
以
下
、
同
西
浜
」
の
「
湊
以
下
」
は
、
〔
史
料
A
］
の
「
み
な
と
い
け
」

を
そ
の
ま
ま
漢
字
に
直
し
た
も
の
で
、
高
季
の
［
史
料
A
］
・
［
史
料
C
］

提
出
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
［
史
料
B
］
に
は
、
宗
季
譲
状
に
よ
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る
旨
の
記
載
が
な
い
。

津
軽
降
人
を
も
っ
と
も
多
く
預
か
っ
て
い
る
宗
季
が
、
顕
家
か
ら
所

領
安
堵
を
受
け
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
［
史
料
B
］
は
足
利
尊
氏
が

そ
む
い
た
時
期
の
発
給
で
、
高
季
が
尊
氏
方
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
宗
季
は
尊
氏
方
だ
が
、
顕
家
方
と
な
っ
た
高
季
が
譲
状
に
よ
っ
て

所
領
知
行
を
認
め
さ
せ
た
の
が
［
史
料
B
］
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
宗
季
流
の
分
裂
で
、
季
久
流
の
家
季
が
津
軽
合
戦
奉
行
た
り

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
五
月
二
O
日
曽
我

貞
光
軍
忠
状
の
証
判
は
、
師
季
で
あ
る
。
通
説
は
高
季
と
師
季
を
同
一

人
物
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
な
く
、
高
季
と
師
季
は
別
人
で
も
よ
い
。

師
季
は
、
［
史
料
C
］
の
「
い
ぬ
二
郎
丸
」
で
あ
ろ
う
。
宗
季
流
の
分

裂
が
解
消
さ
れ
、
師
季
が
家
季
に
か
わ
っ
て
津
軽
合
戦
奉
行
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
師
季
に
関
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
。

《
四
四

V

［
史
料
F
］

曽
我
上
野
介
時
助
申
出
羽
国
小
鹿
嶋
事
、
訴
状
具
書
如
此
、
安
藤

孫
五
郎
入
道
立
還
遵
行
之
地
押
領
云
々
、
尤
招
罪
科
欺
、
所
詮
安

東
太
相
共
夜
彼
所
、
沙
汰
付
下
地
於
時
助
代
、
可
被
執
進
請
取
、

使
節
緩
怠
者
、
可
有
其
谷
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

延
文
二
年
六
月
八
日

沙
弥
（
花
押
）

曽
我
周
防
守
殿

佐
々
木
慶
市
氏
は
、
充
書
の
曽
我
周
防
守
を
津
軽
南
部
の
有
力
者
と

す
る
。
正
平
二
ハ
年
（
康
安
元
年
、
一
三
六
一
）
正
月
一
八
日
北
畠
顕

（削
v

信
袖
判
御
教
書
は
津
軽
国
人
「
曽
我
周
防
次
郎
」
に
発
給
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
近
親
が
曽
我
周
防
守
で
あ
ろ
う
。
貞
光
が
、
康
永
三
年

（
一
三
四
四
）
一
一
月
一
六
日
、
室
町
幕
府
の
命
令
を
受
け
て
、
陸
奥

園
山
辺
郡
亀
山
郷
打
渡
を
安
保
小
五
郎
と
と
も
に
つ
と
め
て
い
る
事
例

を
傍
証
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

佐
々
木
氏
は
、
曽
我
周
防
守
と
と
も
に
沙
汰
付
を
命
じ
ら
れ
た
安
東

太
を
秋
田
安
東
氏
と
す
れ
例
。
津
軽
安
藤
氏
は
「
安
藤
」
、
秋
田
安
東
氏

は
「
安
東
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
遠
藤
巌
氏
は
、
「
安
藤
」
と
「
安
東
」

【
的
問
）

の
混
用
を
根
拠
に
師
季
と
す
る
。
〔
史
料
F
］
の
安
藤
孫
五
郎
入
道
は
、

「
立
還
遵
行
之
地
」
か
ら
小
鹿
嶋
の
国
人
と
解
さ
れ
、
南
北
朝
期
は
秋

田
も
津
軽
も
「
安
藤
」
で
あ
る
。
ま
た
津
軽
国
人
と
出
羽
国
人
の
組
み

合
わ
せ
よ
り
も
、
と
も
に
津
軽
国
人
と
す
る
組
み
合
わ
せ
の
方
が
自
然

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
遠
藤
説
の
よ
う
に
「
安
東
太
」
は
津
軽
安
藤
氏

で
、
師
季
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

［
史
料
F
］
は
、
出
羽
国
の
所
領
で
あ
る
。
し
か
し
国
内
に
し
か
る

べ
き
国
人
が
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
訴
人
時
助
と
同
族
で
あ
る
津
軽
曽

我
時
と
、
論
人
の
一
族
か
は
不
鵬
だ
が
津
軽
合
戦
奉
行
の
経
歴
を
持
つ

津
軽
国
人
師
季
に
、
出
羽
国
の
所
領
の
沙
汰
付
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

［
史
料
F
］
に
よ
れ
ば
、
津
軽
安
藤
氏
は
無
位
無
官
、
津
軽
曽
我
氏
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は
周
防
守
で
あ
る
。
津
軽
曽
我
氏
は
、
奉
公
衆
曽
我
師
助
の
猶
子
と
な
っ

た
貞
光
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
る
。
周
防
守
も
奉
公
衆
曽
我
氏
と

の
関
係
に
任
官
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
師
季
に
従
っ
て
い
た
貞
光
は
、
暦

応
四
年
二
三
四
こ
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
幕
府
の
命
で
陸
奥
国
に

下
っ
た
師
助
の
も
と
で
南
朝
方
と
糠
部
郡
で
戦
い
、
師
助
か
ら
平
賀
郡

｛
飴
｝

の
所
領
を
預
け
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
か
つ
て
指
揮
下
に
あ
っ
た
津

軽
安
藤
氏
と
並
ん
で
所
領
の
沙
汰
付
す
る
立
場
に
な
っ
た
が
、
南
北
朝

期
、
津
軽
曽
我
氏
は
南
部
氏
に
滅
ほ
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

師
季
に
関
す
る
確
実
な
史
料
は
、
［
史
料
F
〕
が
終
見
で
あ
り
問
。
こ

れ
以
降
、
南
北
朝
期
の
津
軽
安
藤
氏
の
動
向
は
、
史
料
を
欠
い
て
お
り
、

明
ら
か
で
は
な
い
。

終

章

ま
と
め
と
見
通
し

通
説
で
は
、
鎌
倉
末
期
、
津
軽
安
藤
氏
の
季
長
と
季
久
が
対
立
し
、

季
久
が
季
長
の
蝦
夷
管
領
と
所
領
を
あ
わ
せ
、
下
回
家
と
し
て
存
続
し

た
と
す
る
。
卑
見
は
、
津
軽
安
藤
氏
の
内
紛
で
得
宗
家
が
季
長
の
蝦
夷

管
領
を
季
久
に
か
え
、
季
長
流
の
庶
子
宗
季
を
季
長
の
後
継
者
に
抜
擢

し
て
季
長
の
所
領
を
与
え
た
、
つ
ま
り
二
つ
の
樟
軽
安
藤
氏
を
そ
の
ま

ま
残
し
、
宗
季
の
系
統
が
下
回
家
と
し
て
存
続
す
る
と
し
た
。
そ
し
て

津
軽
安
藤
氏
の
蝦
夷
管
領
は
、
北
条
氏
滅
亡
で
補
任
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
し
た
。

宗
季
を
祖
と
す
る
下
国
家
の
当
主
は
、
陸
奥
国
下
回
殿
代
々
名
法
日

記
に
よ
り
一
五
世
紀
中
頃
ま
で
判
明
す
る
。
し
か
し
季
久
流
は
、
家
季

ま
で
し
か
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
の
季
久
流
が
問
題
と
な
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
次
の
史
料
か
ら
一
つ
の
見
通
し
を
述
べ
る
に
と
ど
め

た
い
。［

史
料

ω］

奉
龍

熊
野
那
智
山
願
書
之
事
、

右
意
趣
者
、
奥
州
下
国
弓
矢
仁
逮
本
意
、
如
本
津
軽
外
浜
・
宇
楚

里
鶴
子
遍
地
悉
安
堵
仕
候
者
、
重
而
寄
進
可
申
処
実
也
、
怨
敵
退

散
、
武
運
長
久
、
息
災
延
命
、
子
孫
繁
昌
、
殿
中
安
穏
、
心
中
所

願
皆
令
満
足
、
奉
祈
申
所
之
願
書
之
状
如
件
、

応
仁
武
年
況
の
二
月
廿
八
日
安
東
下
野
市
吋
師
季
（
花
押
）

遠
藤
巌
氏
は
、
右
の
史
料
の
師
季
を
下
国
家
と
す
る
。
し
か
し
右
の

「
奥
州
下
回
弓
矢
」
は
、
奥
州
下
回
と
の
合
戦
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

『
大
日
本
史
料
」
第
八
編
之
一
応
仁
二
年
（
一
四
六
人
）
二
月
二
八
日

条
の
網
文
は
、
右
の
史
料
を
「
安
東
師
季
、
願
書
ヲ
紀
伊
熊
野
社
ニ
納

レ
、
下
図
氏
ヲ
撃
テ
、
津
軽
外
浜
、
字
楚
里
、
鶴
子
、
適
地
等
ノ
地
ヲ

回
復
セ
ン
コ
ト
ヲ
祈
ル
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
師
季
を
下
国
家
と

対
立
す
る
立
場
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
外
浜
は
、
季
久
流
の
所

領
で
あ
る
。
外
浜
を
奪
わ
れ
た
師
季
は
、
季
久
流
の
末
商
で
は
あ
る
ま
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iv
カ。以

上
述
べ
た
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
一
五
世
紀
中
期
に
津
軽
安

藤
氏
は
季
久
流
と
宗
季
流
の
二
つ
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
そ
し
て
応
仁
二
年
（
一
四
六
人
）
、
前
者
は
後
者
に
圧
迫
さ
れ
て

い
た
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
。

右
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
、
南
北
朝
末
期
以
降
の
宗
季
流
と
季
久
流

の
動
向
等
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
稿
を
改
め
て

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
（1
）
『
青
森
県
史
』
資
料
編
中
世
三
北
奥
関
係
資
料
一
四
一
九
号
。
以
下
、

『
青
森
県
史
』
資
料
編
中
世
一

1
三
か
ら
の
引
用
は
、
『
青
』
三
｜

一
四
一
九
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

（2
）
遠
藤
巌
氏
「
安
藤
・
秋
田
氏
」
（
『
日
本
の
名
族
』
一
東
北
編
I
、
新

人
物
往
来
社
、
一
九
八
九
）
。
後
に
「
安
藤
氏
と
津
軽
の
世
界
」
（
小

口
雅
史
氏
編
『
津
軽
安
藤
氏
と
北
方
世
界
』
、
河
出
番
房
新
社
、

一
九
九
五
）
に
お
い
て
、
「
安
藤
系
図
」
（
『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
）

に
よ
り
改
め
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
小
論
で
の
検
討
に
は
影
響
を

与
え
な
い
。

（3
）
鎌
倉
末
期
ま
で
の
安
藤
氏
の
研
究
は
、
前
注
に
あ
げ
た
遠
藤
巌
氏
の

論
文
以
下
多
数
あ
る
が
、
割
愛
す
る
。

（4
）
「
新
渡
戸
文
書
」
（
『
背
』
一
l
l
四
三
七
）
。

（5
）
遠
藤
巌
氏
「
中
世
国
家
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
」
（
『
松
前
藩
と

松
前
』
九
）
。

（6
）
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
六
月
六
日
条
（
増

補
続
史
料
大
成
）
。

（7
）
「
青
』
一
一

l
一
一
八
五
。

（8
）
高
橋
富
雄
氏
「
日
本
中
央
と
日
之
本
将
軍
」
（
『
弘
前
大
学
園
史
研
究
』

七
O
）
。
高
橋
説
を
受
け
て
大
石
直
正
氏
は
、
蝦
夷
管
領
が
地
域
ご

と
に
分
割
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
『
中
世
北
方
の
政
治
と
社

会
』
二
二
四
頁
、
校
倉
書
房
、
二

O
一
O
）。

（9
）
黒
嶋
敏
氏
『
海
の
武
士
団
水
軍
と
海
賊
の
あ
い
だ
』
一

O
ニー

一
O
三
頁
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二

O
一三）。

（
叩
）
陸
奥
国
の
北
条
氏
領
は
、
遠
藤
巌
氏
「
北
条
氏
所
領
の
検
出
」
（
豊

回
武
・
遠
藤
巌
・
入
間
田
宣
夫
氏
「
東
北
地
方
に
お
け
る
北
条
氏
所

領
の
研
究
」
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
別
巻
七
）
等
に
よ
る
。

（
日
）
石
井
進
氏
『
中
世
の
か
た
ち
』
四
六
頁
（
中
央
公
論
新
社
、
日
本
の

中
世
l
、二

O
O
二）。

（
ロ
）
「
陸
中
新
渡
戸
文
書
」
（
『
南
北
朝
遺
文
』
東
北
編
第
一
巻
一
七
九
号
、

以
下
、
問
書
か
ら
の
引
用
は
『
南
』
東
北
一
ー
一
七
九
の
よ
う
に
略

記）。

（
日
）
遠
藤
巌
氏
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」
（
小
林
清
治
氏
他
編
『
中
世
奥

羽
の
世
界
』
、

U
P
選
書
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
）
等
。

（
凶
）
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
刊
行
の
『
青
森
県
史
』
第
一
巻
で
は
［
史

科
A
］
の
網
文
を
「
津
軽
安
藤
宗
季
鼻
和
郡
絹
家
嶋
尻
引
郷
片
野
辺

糠
部
郡
宇
曾
利
郷
等
ノ
代
官
職
ヲ
子
犬
法
師
ニ
譲
ル
」
と
し
て
お
り
、
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「
ゑ
そ
の
き
た
」
を
一
つ
の
職
と
み
な
し
て
い
な
い
よ
う
に
解
せ
る
。

（
日
）
［
史
料
A
］
に
み
え
る
中
浜
御
牧
・
湊
を
糠
部
郡
内
と
す
る
説
（
石

井
進
氏
『
中
世
の
か
た
ち
』
三
九
i
四
一
頁
等
）
と
、
違
う
と
す
る

説
（
斉
藤
利
男
氏
「
北
の
中
世
・
書
き
か
え
ら
れ
る
十
三
湊
と
安
藤

氏
」
、
『
東
北
学
』
七
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
青
森
県

域
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
域
に
郡
郷
制
が
し
か
れ
た
時

期
や
契
機
等
も
大
石
直
正
氏
「
中
世
の
禦
明
」
（
『
中
世
奥
羽
の
世
界
』
）

以
下
諸
説
あ
る
も
の
が
、
大
枠
は
本
文
の
通
り
で
あ
る
。

（
凶
）
「
吾
妻
鏡
」
建
仁
二
年
（
一
二

O
二
）
三
月
八
日
条
（
新
訂
増
補
国

史
大
系
）
。

（
口
）
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
条
。

（
店
）
「
陸
中
中
尊
寺
文
書
」
（
『
南
』
東
北
一

l
一
O
四）。

（
問
）
「
吾
妻
鏡
」
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
一

O
月
二
四
日
条
。

（
初
）
遠
藤
巌
氏
「
中
世
国
家
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
」
以
来
、
「
沙
汰

未
練
書
」
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
両
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集
」

第
二
巻
室
町
幕
府
法
）
の
「
東
夷
成
敗
事
、
於
関
東
有
其
沙
汰
」
の
「
東

夷
成
敗
」
は
、
夷
島
支
配
と
関
連
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
沙

汰
未
練
書
」
の
「
東
夷
者
蝦
子
事
也
」
と
い
う
注
記
か
ら
、
東
夷
成

敗
は
人
身
支
配
に
関
わ
る
事
柄
と
読
み
取
れ
る
。
対
象
と
す
る
「
東

夷
」
は
、
鎌
倉
幕
府
の
東
北
地
方
に
対
す
る
認
識
か
ら
み
て
、
出
羽
・

陸
奥
両
国
に
居
住
す
る
「
蝦
夷
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
で
、
東
夷
成
敗

権
は
い
わ
ゆ
る
奥
州
合
戦
で
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
、
出
羽
・
陸
奥

両
国
を
管
轄
し
た
結
果
得
た
と
解
す
。

（
幻
）
「
新
渡
戸
文
書
」
（
「
青
』
一
ー
ー
四
三
八
）
。

（
勾
）
遠
藤
巌
氏
「
中
世
国
家
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
」
。

（
お
）
斉
藤
利
男
氏
「
四
通
の
十
三
湊
安
藤
氏
相
伝
文
書
と
八
戸
南
部
氏
」

（
藤
木
久
志
・
伊
藤
喜
良
氏
『
奥
羽
か
ら
中
世
を
み
る
』
、
古
川
弘
文

館
、
二

O
O九）。

（
剖
）
石
井
進
氏
は
「
中
世
の
か
た
ち
』
四
六
頁
で
、
［
史
料
C
］
で
西
浜

内
の
関
・
阿
曽
米
が
除
か
れ
た
の
は
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
人
）
の

和
睦
の
結
果
と
す
る
。
し
か
し
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
の
安
藤

季
長
捕
縛
で
、
所
領
没
収
が
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
［
史
料
B
］

か
ら
西
浜
の
う
ち
女
子
分
間
・
阿
曽
米
は
季
長
に
譲
与
さ
れ
ず
、
残

り
が
季
長
捕
縛
で
没
収
さ
れ
、
安
藤
宗
季
に
与
え
ら
れ
た
と
解
し
た

－

v
 

（
お
）
石
井
進
氏
『
中
世
の
か
た
ち
」
四
六
頁
。

（
お
）
佐
々
木
鹿
市
氏
「
中
世
東
北
の
武
士
団
』
（
名
著
出
版
、
一
九
八
九
）

一
二
九
頁
。

（
幻
）
『
青
』
三

l
一
六
二
八
。

（
お
）
斉
藤
利
男
氏
「
四
通
の
十
三
湊
安
藤
氏
相
伝
文
書
と
八
戸
南
部
氏
」

は
、
遠
藤
巌
氏
「
秋
田
城
介
の
復
活
」
（
高
橋
富
雄
氏
編
『
東
北
古

代
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
）
を
前
提
と
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遠
藤
説
は
、
秋
田
城
介
と
い
う
官
職
に
、
東
夷

成
敗
権
を
具
体
化
す
る
征
夷
大
将
軍
・
北
条
氏
勢
力
に
対
し
、
時
に

牽
制
し
、
時
に
補
強
す
る
性
格
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
桜
井
陽

子
氏
「
頼
朝
の
征
夷
大
将
軍
任
官
を
め
ぐ
っ
て
｜
『
三
椀
荒
涼
抜
書
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要
」
の
翻
刻
と
紹
介
｜
」
（
『
明
月
記
研
究
』
九
）
に
よ
れ
ば
、
源
頼

朝
が
求
め
た
官
職
は
征
夷
大
将
軍
で
は
な
い
か
ら
、
「
征
夷
大
将
軍
」

の
「
征
夷
」
の
諾
を
詮
索
し
、
征
夷
大
将
軍
と
の
関
係
で
秋
田
城
介

を
論
じ
る
意
義
は
な
い
。
ま
た
秋
悶
城
介
に
鎌
倉
幕
府
出
羽
国
統
治

に
不
可
欠
な
職
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
霜
月
騒
動
後
に
北
条
氏
等
が

秋
田
城
介
の
補
任
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
形
跡
は
な
い
。
七
海
雅

人
氏
「
御
家
人
の
動
向
と
北
条
氏
勢
力
の
展
開
」
（
同
氏
編
『
鎌
倉

幕
府
と
東
北
』
、
古
川
弘
文
館
、
二

O
一
五
）
は
、
安
達
氏
が
秋
田

城
地
区
を
押
さ
え
て
い
た
挙
証
と
し
て
、
西
岡
芳
文
氏
「
鎌
倉
周
辺

の
勧
進
に
関
す
る
新
出
資
料
｜
甘
純
観
世
音
寺
・
城
ヶ
島
薬
師
堂
等

に
関
わ
る
新
資
料
の
紹
介
｜
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
一
一
一
一
一
）
が
紹

介
す
る
勧
進
状
を
あ
げ
る
。
し
か
し
秋
田
城
古
四
天
王
寺
と
の
関
係

が
あ
る
甘
純
観
世
音
寺
の
大
旦
那
「
上
州
幽
儀
」
の
「
上
州
」
は
上

野
介
で
、
上
野
守
護
と
す
る
解
釈
に
は
無
理
が
あ
り
、
安
達
泰
盛
で

は
あ
る
ま
い
。

（
却
）
弘
安
の
役
及
び
「
蝦
夷
降
伏
」
の
祈
祷
は
、
「
鶴
岡
社
務
記
録
」
弘

安
四
年
（
一
二
人
ご
閏
七
月
三
日
条
、
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）

五
月
一
九
日
条
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
条
（
「
神
道
大
系
神

社
編
ニ
O

鶴
岡
』
）
。

（
初
）
大
石
直
正
氏
『
中
世
北
方
の
政
治
と
社
会
』
三
一
頁
は
、
「
保
暦
聞
記
」

（
「
背
』
三
｜
一
五
回
二
）
等
の
史
料
が
「
蝦
夷
蜂
起
」
と
安
藤
氏
の

抗
争
と
結
び
つ
け
る
理
由
を
蝦
夷
管
領
交
代
後
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

叙
述
に
し
た
か
ら
だ
と
す
る
。

（
泊
）
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
三
月
二
九
日
・
同

二
年
（
一
三
二
七
）
六
月
条
、
「
有
造
館
本
結
城
古
文
書
写
」
嘉

暦
二
年
（
一
三
二
七
）
六
月
一
四
日
関
東
御
教
書
写
（
『
青
』
三
｜

一
六
三
四
）
。

（
沼
）
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
正
中
二
年
（
一
一
一
一
二
五
）
六
月
六
日
条
。

（
お
）
石
井
進
氏
「
中
世
の
か
た
ち
』
三
九
頁
等
は
、
北
条
氏
が
蝦
夷
管
領

と
す
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
津
軽
安
藤
氏
は
、
国
制
上
、

北
の
守
り
を
担
当
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
北
条
氏
は
、
安
藤
氏
に

正
式
な
名
称
を
与
え
ず
、
北
条
氏
一
門
や
有
力
御
内
人
等
を
派
遣
せ

ず
、
警
聞
番
役
の
よ
う
な
も
の
も
実
施
し
な
か
っ
た
。
北
海
道
及
、
び

そ
の
以
北
は
、
軍
事
上
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
担
）
「
鎌
倉
年
代
記
」
裏
書
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
三
月
二
九
日
、
同

二
年
（
一
三
二
七
）
六
月
条
。

（
お
）
「
比
志
島
文
書
」
足
利
尊
氏
・
直
義
所
領
目
録
写
（
『
南
』
東
北
一
ー

三
五
）
。

（
お
）
陸
奥
国
司
北
畠
顕
家
の
統
治
に
つ
い
て
は
、
次
の
遠
藤
巌
氏
の
研

究
が
あ
る
。
『
福
島
県
史
』
第
一
巻
通
史
編
原
始
・
古
代
・
中
世

五
四
二

1
五
六
八
頁
、
「
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
関
す
る
一
考

察
」
（
豊
田
武
教
授
還
暦
記
念
会
編
「
日
本
古
代
・
中
世
史
の
地
方

的
展
開
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）
、
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」
等
。

（
幻
）
北
畠
顕
家
が
足
利
尊
氏
領
糠
部
郡
・
外
浜
内
の
郷
村
を
給
与
し
た
史

料
は
、
『
南
』
東
北
一
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
史
料
番
号
の
み
を
掲

げ
る
と
、
二
九
・
八

0
・
八
二
・
八
四
・
一

O
三
・
一
一

0
・
一
一
回
・
一
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二
六
・
一
二
八
・
一
二
九
・
一
三
五
・
＝
三
ハ
。

（
お
）
た
と
え
ば
「
岩
手
大
学
所
蔵
新
渡
戸
文
書
」
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）

正
月
二
六
日
北
畠
顕
家
下
文
案
（
「
南
」
東
北
一
ー
＝
ヱ
ハ
）
は
、

工
藤
貞
行
に
陸
奥
国
津
軽
郡
日
谷
郷
と
外
浜
野
尻
郷
を
給
与
し
て
い

る
。
前
者
は
「
工
藤
貞
祐
跡
」
、
後
者
は
前
知
行
人
の
記
載
が
な
い
。

顕
家
は
国
司
の
立
場
で
関
所
地
を
給
与
す
る
と
同
時
に
、
閥
所
地
で

は
な
い
所
領
を
も
給
与
し
た
と
解
さ
れ
る
。

（
お
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
『
南
』
東
北
一
I
l七一一）。

（
ω）
佐
々
木
鹿
市
氏
『
中
世
東
北
の
武
士
団
』
一
一
一
九
1
二
二

O
頁。

（
制
）
斉
藤
利
男
氏
「
四
通
の
十
三
湊
安
藤
氏
相
伝
文
書
と
八
戸
南
部
氏
」
。

（
位
）
佐
藤
進
一
・
百
瀬
今
朝
雄
・
笠
松
宏
至
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』

第
六
巻
公
家
法
第
一
部
法
規
六
一

O
条。

（
必
）
遠
藤
巌
氏
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」
は
、
東
夷
成
敗
権
が
鎮
守
府
将

寧
に
う
つ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
遠
藤
氏
「
奥
州
管
領
お
ぽ
え
書
き

ー
と
く
に
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
整
理
｜
」
（
『
歴
史
』
一
一
一
人
）
等
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
守
府
将
軍
足
利
尊
氏
は
建
武
政
権
に
そ
む
く

と
、
関
東
執
事
斯
波
家
長
、
つ
い
で
駿
河
・
伊
豆
国
守
護
石
塔
義
一
房

に
出
羽
・
陸
奥
両
国
を
担
当
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
陸
奥

国
を
統
治
す
る
機
関
を
置
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
伯
）
大
石
直
正
『
中
世
北
方
の
政
治
と
社
会
』
一
五
八
頁
の
よ
う
に
、
祐

季
と
明
師
は
別
人
で
あ
る
。

（
必
）
「
陸
中
新
渡
戸
文
書
」
二
月
二
O
日
湊
祐
季
書
状
（
『
南
』
東
北
一
ー

四
七
）
。
紙
幅
の
都
合
で
結
論
の
み
を
述
べ
る
と
、
「
南
部
光
徹
氏
所

蔵
遠
野
南
部
文
書
」
元
弘
三
年
（
一
三
三
一
ニ
）
一
一
一
月
日
南
部
時
長

師
行
政
長
陳
状
案
・
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
三
月
一

O
日
北
畠
顕

家
下
文
・
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
五
月
日
曽
我
貞
光
申
状
土
代
（
『
南
』

東
北
一
ー
＝
二
・
二
ニ
六
、
『
南
』
東
北
二
｜
九
四
九
）
等
か
ら
、
祐

季
害
状
の
充
替
の
「
南
部
殿
」
は
、
元
弘
三
年
（
一
一
三
一
一
三
）
一
二

月
か
ら
延
元
二
年
（
一
三
三
七
）
北
畠
顕
家
西
征
ま
で
陸
奥
聞
に
い

た
南
部
師
行
で
は
な
く
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
一
二
月
以
降
建

武
二
年
（
一
三
三
五
）
三
月
一

O
日
以
前
に
陸
奥
固
に
下
っ
た
南
部

政
長
で
、
年
次
は
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
で
あ
る
。

（
必
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
『
南
』
東
北
一
ー
二
九
）
。

（
訂
）
も
と
北
条
氏
領
代
官
が
北
畠
顕
家
へ
の
軍
功
に
よ
っ
て
所
領
安
堵
と

新
恩
地
給
与
さ
れ
た
例
と
し
て
、
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文

書
」
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
六
月
日
曽
我
光
高
申
状
案
・
建
武
二

年
（
一
三
三
五
）
三
月
二
五
日
北
畠
顕
家
下
文
（
『
南
』
東
北
一
ー

七
六
・
一
四
O
）。

（
川
崎
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
七

月
日
曽
我
貞
光
軍
忠
状
案
（
『
南
』
東
北
一
｜
三
三
二
）
。

（
却
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
五

月
二
六
日
曽
我
貞
光
軍
忠
状
（
『
南
」
東
北
一
｜
四
五
九
）
。

（
印
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
「
南
』
東
北
一
｜
四
六
七
）
。

（
日
）
「
甫
部
光
徹
氏
所
藤
遠
野
南
部
文
書
」
（
「
南
』
東
北
二

l
九
五
O
）。

（
位
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
『
南
』
東
北
一
l
l
二
九
）
。

（
臼
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
元
弘
三
年
・
＝
三
三
ニ
）
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一
二
月
二
五
日
時
重
書
状
（
『
南
』
東
北
一
l
l
三
O
）。

（M
）
「
陸
中
新
渡
戸
文
書
」
（
「
南
』
東
北
一
ー
ー
五
六
）
。

（
日
）
地
頭
代
職
給
与
状
と
し
て
、
「
結
城
古
文
書
有
造
館
本
坤
」
元
弘
四

年
（
一
三
三
四
）
正
月
二
O
日
某
下
文
写
・
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）

一
O
月
五
日
某
下
文
写
（
『
南
』
東
北
一
ー
ー
四
一
・
一
七
五
）
が
あ
る
。

ま
た
同
じ
様
式
の
文
書
と
し
て
、
「
結
城
古
文
書
有
造
館
本
坤
」
建

武
元
年
（
一
三
三
四
）
六
月
二
五
日
某
下
文
写
（
『
南
』
東
北
一
ー

七
五
）
が
あ
る
。
こ
の
三
過
を
『
南
』
東
北
一
は
北
畠
顕
家
発
給
か

と
す
る
が
、
新
恩
地
給
与
の
顕
家
下
文
、
た
と
え
ば
［
史
料
E
］
と

比
較
す
る
と
、
文
書
の
書
き
出
し
を
「
下
郡
も
し
く
は
庄
園
名
」
、

本
文
の
書
き
と
め
を
「
所
仰
如
件
」
と
し
て
い
な
い
。
白
河
結
城
氏

発
給
文
書
か
。

（
日
）
「
岩
手
大
学
所
蔵
新
渡
戸
文
書
」
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
正
月

二
六
日
北
畠
顕
家
下
文
案
（
『
南
』
東
北
一
ー
一
一
一
六
）
。

（
貯
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
家
文
書
」
（
『
南
』
東
北
一
ー

四
五
九
）
。

（
部
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
家
文
書
」
（
『
南
』
東
北
二
｜

一
三
五
二
）
。

（
日
）
佐
々
木
慶
市
氏
『
中
世
東
北
の
武
士
団
』
二
O
三
頁
。

（
ω）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
文
書
」
（
『
南
」
東
北
二
｜

一
四
三
O
）。

（
日
）
「
岩
手
大
学
所
蔵
新
渡
戸
文
書
」
康
永
四
年
二
三
四
五
）
七
月
日

波
多
野
義
資
代
家
資
重
申
状
（
『
南
』
東
北
一
ー
ー
七
四
三
）

（
臼
）
佐
々
木
鹿
市
氏
『
中
世
東
北
の
武
士
団
」

二
O
三
頁
。

（
臼
）
遠
藤
巌
氏
「
蝦
夷
安
東
氏
小
論
」
（
『
歴
史
評
論
」
四
三
四
）
。

（
臼
）
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
家
文
書
」
曽
我
氏
系
図
（
「
青
』
一
ー

三
一
一
）
の
「
奥
太
郎
時
助
」
は
、
「
和
簡
礼
経
」
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）

一
O
月
一
五
日
室
町
幕
府
御
教
書
写
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之

三
同
年
月
日
条
）
の
「
曽
我
奥
太
郎
時
助
」
と
同
一
人
物
で
、
京
都

を
活
動
拠
点
と
し
て
い
た
。
こ
の
「
奥
太
郎
時
助
」
と
［
史
料
F

〕

の
「
上
野
介
時
助
」
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
曽
我
時

助
は
、
津
軽
曽
我
氏
と
同
族
で
あ
る
。
曽
我
氏
に
関
し
て
は
、
小
口

雅
史
氏
「
津
軽
曽
我
氏
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』

八
九
）
を
参
照
。

（mw
）
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
四
月
一
日
北
浦
日
枝
神
社
棟
札
写
（
『
男

鹿
市
史
』
上
巻
五
六
一

1
五
六
二
頁
）
に
「
嶋
郡
地
頭
安
倍
兼
季
」
、
「
湊

学
氏
所
蔵
秋
田
湊
文
書
」
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
人
）
九
月
吉
日
永

禅
院
宥
鑓
寄
上
所
引
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
六
月
一
日
永
禅
院
棟

札
写
（
『
青
』
二

l
一
O
四
九
）
に
「
領
主
安
倍
忠
季
」
と
あ
っ
て
、

小
鹿
嶋
に
安
倍
姓
の
国
人
が
い
る
。
兼
季
も
忠
季
も
安
藤
氏
で
あ
ろ

う
。
兼
季
は
嶋
郡
地
頭
と
あ
る
が
、
津
軽
安
藤
氏
同
様
に
正
員
で
は

あ
る
ま
い
。
［
史
料
F
］
の
安
藤
孫
五
郎
入
道
は
、
兼
季
ま
た
は
忠

季
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
同
族
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
小
鹿
嶋
安
藤
氏
と

津
軽
安
藤
氏
の
系
譜
上
の
関
係
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
安
藤
系
図
」

は
鎌
倉
幕
府
の
討
伐
を
受
け
た
安
藤
季
長
の
系
統
が
秋
田
安
藤
氏
と

一
九
六
、
二

O
二
i
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な
っ
た
と
す
る
が
、
秋
田
地
方
に
季
長
の
所
領
が
あ
っ
た
と
は
考
え

が
た
い
。
大
石
直
正
氏
『
中
世
北
方
の
政
治
と
社
会
』
一
五
四
頁
以

下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
安
倍
姓
安
藤
氏
は
出
羽
・
陸
奥
両
国
に
身

分
や
階
級
を
問
わ
ず
、
広
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
一
つ
の
系

譜
に
ま
と
め
る
の
は
、
困
難
と
思
わ
れ
る
。

（
ω）
以
上
、
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
遠
野
南
部
家
文
書
」
暦
応
三
年
二
三
四
O
）

正
月
一
一
日
口
宣
案
・
暦
応
四
年
二
三
四
二
七
月
七
日
曽
我
師

助
奉
書
・
暦
応
五
年
（
一
三
四
二
）
七
月
二
四
日
曽
我
師
助
申
状
・

貞
和
三
年
二
三
四
七
）
五
月
日
曽
我
貞
光
申
状
土
代
（
『
南
』
東

北一

l
四
九
五
・
五
六
0
・
六
三
て
『
南
』
東
北
二
｜
九
五

O
）
。
遠

藤
巌
氏
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」
は
、
奥
州
国
大
将
石
塔
義
房
が
師

助
を
抜
擢
し
た
と
す
る
。
し
か
し
貞
光
申
状
土
代
に
「
曽
我
左
衛
門

尉
師
助
賜
御
教
書
、
令
発
向
凶
徒
南
部
六
郎
政
長
等
城
郭
」
と
あ
る
。

こ
の
史
料
で
は
石
塔
氏
発
給
文
書
を
「
書
下
」
と
記
す
か
ら
、
「
御

教
書
」
を
発
給
し
た
の
は
石
塔
氏
で
は
な
い
口
師
助
は
、
京
都
か
ら

の
指
示
を
受
け
て
、
糠
部
郡
に
発
向
し
た
と
解
さ
れ
る
。

（mw
）
信
頼
性
に
問
題
が
あ
る
が
、
「
津
軽
一
統
志
」
巻
首
に
、
延
文
四
年

（
一
三
五
九
）
八
月
二
一
目
、
「
郡
守
護
安
倍
師
季
」
が
深
沙
大
権

現
を
再
営
し
た
と
あ
る
（
「
弘
前
市
史
』
資
料
編
一
古
代
・
中
世
編

七
一
人
）
。

（
邸
）
「
熊
野
那
智
神
社
文
書
」
（
「
青
」
二
一
ー
一
四
三
二
）
。

（
ω）
遠
藤
巌
氏
「
ひ
の
も
と
将
軍
覚
書
」
（
小
川
信
先
生
の
古
希
記
念
を

刊
行
す
る
会
編
『
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
」
、
続
群
書
類
従
完

成
会
、
一
九
九
二
は
、
安
東
師
季
を
出
羽
閤
絵
山
に
の
が
れ
た
下

回
家
の
安
東
政
季
と
同
一
人
物
と
す
る
。

（
拘
）
［
史
料
F
］
の
「
津
軽
外
浜
宇
楚
里
鶴
子
適
地
」
の
読
み
方
は
、
諸

説
あ
る
。
「
津
軽
外
浜
」
を
「
津
軽
と
外
浜
」
で
は
な
く
、
「
津
軽
の

外
浜
」
と
読
む
。
「
津
軽
と
外
浜
」
で
も
安
東
師
季
の
立
場
は
、
本

文
で
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
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