
南

部

藩

の

歴

史

に

つ

い

て

草
間
俊
一

一 北
奥
の
地
に
糠
部
郡
を
勢
力
の
中
心
と
し
て
長
い
歴
史
を
も
つ
南
部
氏
は
、
秀
．

吉
に
よ
り
そ
の
旧
慣
を
安
堵
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
夏
に
志
和
、
辞
貰
、
和

賀
の
三
部
を
加
封
せ
ら
れ
、
自
乗
南
部
餞
十
郡
の
地
を
江
戸
時
代
を
通
じ
て
支
配

し
て
来
た
。
南
部
氏
は
こ
の
土
地
に
於
け
る
領
主
と
し
て
の
歴
史
を
述
べ
て
、
甲

斐
源
氏
の
新
羅
三
郎
義
光
の
孫
遠
光
の
子
光
行
が
文
治
五
年
頼
朝
の
奥
州
正
成
に

功
あ
り
、
糠
部
の
地
を
恩
給
せ
ら
れ
て
、
甲
斐
国
よ
り
こ
の
地
に
下
向
し
こ
ゝ
に

勢
力
を
置
い
た
に
始
ま
る
と
し
て
、
そ
の
子
孫
は
数
家
に
分
れ
て
こ
の
土
地
に
土

着
し
、
そ
の
引
率
し
た
家
臣
亦
こ
の
地
に
居
を
占
め
て
、
南
部
氏
一
門
が
こ
の
地

に
繁
栄
す
る
に
至
っ
た
と
す
る
。
そ
の
後
室
町
時
代
の
初
期
応
永
の
頃
に
、
守
行

出
て
そ
の
威
勢
大
い
に
振
い
、
奥
羽
の
諸
将
之
に
帰
服
し
た
が
、
そ
の
後
南
部
氏

の
威
勢
や
ゝ
衰
え
た
症
、
天
文
の
頃
晴
放
出
で
て
再
び
そ
の
勢
力
を
伸
し
，
旧
慣

糠
部
邦
よ
り
津
日
韓
地
方
、
鹿
角
部
、
閉
伊
那
，
岩
手
郡
に
ま
で
及
び
、
そ
の
後
備

継
を
経
て
，
宿
直
南
部
の
家
督
を
速
い
だ
時
代
に
前
田
利
家
を
介
し
て
秀
吉
よ
り

①そ
の
所
領
の
安
堵
を
得
る
に
至
っ
た
。
こ
の
南
部
氏
の
由
来
は
南
部
根
元
記
を
は

じ
め
と
し
て
、
奥
南
旧
描
線
、
奥
繭
感
風
記
、
公
国
史
、
内
史
略
等
の
藩
政
時
代

の
史
書
及
び
地
誌
或
は
旧
記
、
私
記
に
至
る
ま
で
、
精
粗
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
こ

の
事
を
述
べ
て
い
る
。

か
1
る
藩
の
由
緒
，
来
歴
の
叙
述
は
江
戸
時
代
に
一
般
に
見
ら
れ
る
肝
で
あ
り

、
戦
国
時
代
末
期
の
動
乱
期
に
槍
先
の
功
に
よ
つ
て
成
り
上
っ
た
諸
大
名
も
自
家

の
古
い
由
緒
を
尋
ね
，
或
は
作
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
家
柄
の
古
き
を
誇
り
、
以

て
家
の
尊
貴
を
高
め
ん
と
し
た
。
而
し
て
か
ゝ
る
由
来
の
叙
述
の
う
ち
に
地
方
の

諸
大
名
は
そ
の
慣
地
と
の
古
い
因
縁
を
物
語
り
、
或
は
自
己
の
占
め
る
地
位
と
自

家
の
出
自
と
を
関
係
付
け
ん
と
し
た
事
は
、
信
長
・
秀
吉
．
家
康
等
の
氏
姓
に
つ

い
て
一
般
に
云
あ
れ
る
肝
で
あ
り
，
殊
に
徳
川
家
康
が
源
氏
か
ら
藤
原
と
な
り
、

夏
に
再
転
し
て
源
氏
に
な
っ
た
事
は
彼
が
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
事
と
関
係

が
あ
る
。
璃
徳
川
氏
が
湊
氏
で
も
新
田
源
氏
を
称
す
る
肝
に
、
徳
川
氏
が
新
田
曳
②

の
由
緒
の
地
で
あ
る
関
東
入
国
と
関
係
の
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
事
は
出
来
な
い

。
南
部
藩
の
隣
藩
で
嘗
て
は
南
部
氏
の
支
配
下
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
津

軽
の
大
浦
氏
が
、
こ
の
地
に
旧
い
由
緒
の
あ
っ
た
藤
原
基
衡
の
子
秀
栄
の
後
裔
と

称
し
，
古
く
奥
州
藤
原
氏
の
時
代
に
滓
撃
二
郡
の
地
を
分
封
せ
ら
れ
た
に
始
ま
る

と
、
そ
の
家
の
由
来
を
述
べ
て
い
る
の
も
，
そ
の
家
の
由
緒
を
高
め
ん
と
す
る
も

㊥の
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。

ー
九
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南
部
氏
が
北
奥
の
他
の
領
主
と
し
て
江
戸
時
代
以
前
に
長
い
歴
史
を
も
つ
て
い
 
 

る
事
ほ
、
大
浦
氏
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
南
 
 

部
根
元
記
を
ほ
じ
め
と
す
る
藩
政
時
代
の
史
書
こ
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
 
 

か
、
伺
う
か
ほ
反
省
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
今
日
未
だ
史
料
の
不
足
ほ
充
分
 
 

こ
の
問
髭
を
解
明
す
る
に
至
つ
て
い
な
い
が
、
そ
の
研
究
の
一
端
を
述
べ
て
、
大
 
 

方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
 
 

〓
 
 

鬼
づ
光
行
が
恩
給
せ
ら
れ
た
糠
部
の
地
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
と
、
南
部
根
元
 
 

記
に
ほ
「
糠
部
等
の
数
郡
脚
御
覧
諾
奥
」
と
し
て
居
り
、
会
津
四
家
合
考
に
は
 
 

「
糠
夫
其
外
数
郡
」
と
し
．
伊
達
秘
鑑
に
ほ
「
棟
ノ
部
等
ノ
数
郡
」
と
し
、
奥
羽
永
麗
 
 

筆
記
に
ほ
「
糠
部
階
上
、
数
郡
」
と
し
て
あ
る
が
、
後
に
は
糠
部
五
郡
と
云
わ
れ
 
 

る
様
に
な
り
、
奥
由
旧
精
錬
附
鋒
又
ほ
奥
々
風
土
記
毎
に
ほ
「
恥
部
瓦
斯
の
事
」
 
 

の
一
項
が
あ
る
ま
で
に
な
り
∵
申
し
て
そ
の
五
郡
の
部
名
に
つ
い
て
ほ
詔
書
一
定
 
 

せ
る
も
の
が
な
く
、
北
部
、
三
戸
郡
、
鹿
角
郡
、
閉
伊
那
、
九
戸
郡
、
岩
手
郡
等
 
 

の
外
笹
津
軽
郡
を
も
数
え
る
も
の
が
あ
寛
政
重
修
諸
家
諮
も
糠
部
嘉
に
津
 
 

軽
を
数
え
て
い
る
。
以
上
の
如
く
光
行
が
恩
給
せ
ら
れ
た
糠
部
郡
に
つ
い
て
請
書
 
 

説
を
異
に
す
る
の
は
、
光
村
が
廟
朝
よ
り
糠
部
拝
慣
の
証
文
を
天
文
十
八
年
の
三
 
 

◎
 
 

戸
城
の
回
線
の
際
焼
失
せ
る
こ
と
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
こ
の
証
文
の
存
 
 

在
自
体
も
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
以
下
述
べ
る
併
に
ょ
つ
て
明
ら
か
で
 
 

あ
る
。
 
 

◎
 
 
 

糠
部
な
る
地
名
が
文
献
に
出
て
来
る
の
ほ
鎌
倉
時
代
以
後
で
あ
る
が
 
粍
部
郡
 
 

ト
 
 
 

二
っ
 
 
 

鎌
倉
、
室
町
時
代
の
文
書
の
上
に
於
い
て
一
部
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
 
 

津
軽
が
地
方
名
と
し
て
存
し
、
そ
の
内
に
田
舎
．
鼻
和
、
年
賀
等
の
一
二
部
、
或
ほ
 
 

⑦
 
 

山
辺
郡
を
加
え
て
韓
軽
四
郡
と
云
わ
れ
た
の
と
共
っ
て
い
る
。
而
も
糠
部
郡
は
津
 

軽
の
四
部
の
外
、
北
奥
で
は
鹿
角
、
比
内
、
山
本
、
岩
手
、
間
伊
等
の
諸
郡
と
並
 
 

＠
 
 

ん
で
文
書
に
見
え
て
い
る
一
難
で
あ
つ
た
。
 
 
 

そ
の
地
域
は
南
北
朝
敏
の
両
部
家
文
書
、
新
渡
戸
文
書
、
白
川
文
書
に
ょ
れ
ば
、
 
 

一
戸
、
三
戸
、
七
戸
、
八
戸
、
九
戸
、
中
里
村
、
字
骨
利
郷
、
中
浜
、
御
吸
、
湊
 
 

㊥
 
 

等
の
地
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
．
こ
れ
ほ
今
日
二
戸
、
九
戸
、
三
戸
、
上
北
、
 
 

下
北
等
の
諸
郡
に
鹿
す
る
地
域
で
あ
り
、
前
に
述
べ
た
諸
郡
に
属
せ
ざ
る
地
域
で
 
 

あ
る
事
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
地
域
が
糠
部
郡
と
称
せ
ら
れ
て
 
 

い
た
の
ほ
天
正
年
間
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
つ
た
事
ほ
、
間
老
遺
事
に
収
め
て
あ
 
 

る
。
天
正
二
十
年
六
月
十
一
日
の
 
「
南
部
大
腰
大
夫
分
国
之
内
諸
城
破
却
共
書
上
 
 

之
事
」
に
糠
部
郡
内
の
城
と
し
て
姉
帯
、
一
戸
、
葛
巻
．
野
円
、
久
慈
、
種
市
、
 
 

古
軽
米
．
金
〓
一
、
三
戸
、
名
久
井
、
勧
吉
、
毛
馬
内
、
花
輪
、
浄
法
寺
、
楠
 
 

引
、
八
戸
、
中
市
、
新
田
、
沢
田
t
洞
内
、
七
戸
、
野
辺
地
を
数
え
て
い
る
事
に
 
 

⑲
 
 

に
ょ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
述
、
へ
た
併
に
ょ
っ
て
糠
郡
部
ほ
祁
当
広
大
な
地
域
に
亘
っ
て
い
た
事
ほ
明
 
 

ら
か
で
あ
り
 
餃
目
氏
旧
記
に
も
「
ぬ
か
の
ふ
ハ
大
郡
と
い
ひ
志
ゆ
く
の
こ
ほ
 
 

り
た
る
ゆ
へ
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
の
糠
部
郡
が
全
部
光
行
に
恩
給
せ
ら
れ
、
そ
 
 

れ
が
光
村
の
子
息
に
分
配
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
ほ
上
述
の
文
書
よ
り
出
来
 
 

な
い
。
こ
れ
を
南
部
家
文
書
に
ょ
つ
て
見
る
と
、
一
戸
に
ほ
工
藤
氏
、
三
戸
に
 
 

⑪
 
 

ほ
工
藤
氏
・
構
済
民
・
会
田
氏
、
七
戸
に
は
工
藤
氏
、
八
戸
に
は
工
藤
氏
、
宇
骨
 
 



利
中
浜
都
政
湊
に
ほ
安
藤
氏
の
所
領
が
あ
つ
た
こ
と
が
考
ゝ
冬
ら
れ
る
。
 
 

殊
に
工
藤
戊
ほ
南
部
港
に
伝
わ
る
系
譜
に
ょ
れ
ば
工
藤
蕗
経
の
子
犬
房
丸
が
こ
 
 

の
他
に
配
流
せ
ら
れ
、
後
赦
さ
れ
て
帰
る
が
こ
の
地
に
て
二
子
を
設
け
〆
一
残
し
た
 
 

の
で
、
そ
の
手
顔
が
こ
の
他
を
領
有
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
は
 
 

吾
妻
鏡
に
ほ
見
え
な
い
が
、
北
奥
の
こ
の
地
に
岩
手
郡
厨
川
に
所
領
を
給
与
せ
ら
 
 

れ
た
工
藤
氏
と
は
別
系
の
も
の
が
所
領
を
給
与
せ
ら
れ
て
、
鎌
倉
時
代
に
存
続
し
 
 

た
こ
と
は
南
北
朝
時
代
に
工
藤
氏
を
名
乗
る
多
く
の
人
々
が
居
り
、
そ
れ
が
江
戸
 
 

時
代
南
部
藩
士
の
中
に
糠
部
郡
郎
身
の
工
藤
氏
の
後
裔
と
徹
す
る
も
の
が
多
い
こ
 
 

と
に
ょ
っ
て
も
推
察
し
得
る
。
叉
安
藤
氏
が
津
軽
の
藤
崎
を
根
拠
と
し
て
、
繚
部
 
 

郡
り
そ
の
所
領
を
有
し
て
い
た
事
も
当
然
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

は
 
 
二
戸
郡
浄
法
寺
の
地
方
に
は
畠
山
重
患
の
後
衛
と
徹
す
る
者
が
多
い
事
ほ
、
重
 
 

患
の
こ
の
地
を
拝
領
す
る
記
事
を
吾
妻
鏡
に
見
る
こ
と
ほ
出
来
な
い
が
∵
畠
山
養
 
急
が
奥
 

州
征
伐
に
従
軍
し
て
大
功
あ
り
し
事
ほ
吾
妻
鏡
に
見
え
る
肝
で
あ
り
、
駄
 
 

目
氏
旧
記
は
頼
朝
が
奥
州
守
護
に
重
患
を
任
命
せ
ん
と
し
た
が
、
梶
原
景
時
の
発
 
 

言
に
ょ
り
思
い
留
ま
つ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
畠
山
氏
が
こ
の
亀
に
 
 

も
何
程
か
の
所
領
を
恩
給
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
事
も
無
理
で
な
い
様
に
思
う
 
 

以
上
の
考
察
に
ょ
っ
て
光
村
が
綾
部
郡
全
体
の
地
を
拝
領
し
た
と
考
え
る
事
の
 
 

出
来
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
た
が
．
反
面
南
部
氏
が
果
し
て
糠
部
邦
の
一
部
に
し
 
 

ろ
斬
償
を
恩
給
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
と
、
吾
妻
鏡
は
こ
の
事
を
何
 
 

も
伝
え
て
居
な
い
が
、
南
部
系
譜
で
光
行
の
子
顔
で
、
南
部
信
直
の
祖
先
に
南
部
 
 

左
馬
頭
歳
時
が
あ
る
が
t
こ
の
茂
時
は
元
弘
の
変
に
際
し
北
条
高
時
鎌
倉
に
自
及
 
 

し
た
時
、
之
に
殉
じ
て
自
尤
し
た
事
が
太
平
記
に
見
え
て
居
り
、
こ
の
茂
時
と
思
 
 

南
部
諾
の
歴
史
に
つ
い
て
（
草
間
）
 
 

0  

⑱
 
 
 

わ
れ
る
七
戸
左
馬
頭
茂
時
跡
で
あ
る
九
戸
の
地
が
結
城
親
朝
に
宛
行
わ
れ
て
小
る
 
 

こ
と
が
白
川
文
書
に
見
え
て
い
る
事
ほ
、
南
部
氏
が
こ
れ
よ
り
前
、
糠
部
郡
の
内
 
 

に
工
藤
氏
等
と
共
に
所
領
を
有
し
て
い
た
事
を
物
語
る
。
然
し
そ
れ
も
叔
元
記
等
 
 

が
伝
え
る
様
に
光
行
が
そ
の
一
族
を
率
い
て
来
り
、
こ
ゝ
に
根
拠
を
据
え
る
と
云
 
 

う
如
き
も
の
で
な
く
、
一
郷
或
は
数
郷
の
地
頭
職
を
恩
給
せ
ら
れ
、
代
官
を
し
て
 
 

知
行
せ
し
め
る
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

光
行
の
糠
部
下
向
に
つ
い
て
、
根
元
記
の
伝
え
る
建
久
二
年
の
年
も
、
吾
妻
鏡
 
 

が
建
久
六
年
及
び
同
三
年
に
光
行
が
鎌
倉
に
出
仕
し
、
将
軍
の
随
兵
を
勤
め
て
い
 
 

る
事
ほ
謹
久
二
年
の
年
に
疑
問
を
懐
か
せ
、
建
久
六
年
と
し
、
戎
ほ
承
久
元
年
と
 
 

＠
 
 

す
る
共
謀
さ
え
伝
え
る
事
に
な
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
太
田
代
恒
徳
も
南
部
世
譜
附
 
 

録
に
於
い
て
光
行
の
本
拠
ほ
依
然
と
し
て
甲
斐
に
あ
り
と
し
、
一
日
鰊
部
に
下
向
 
 

し
た
が
、
そ
の
長
子
行
朝
を
し
て
之
を
守
ら
し
め
、
自
ら
は
甲
斐
に
居
た
と
し
て
 
 

⑯
 
 

ゐ
る
が
、
そ
の
事
ほ
二
代
実
光
・
三
代
暗
実
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
つ
た
と
思
わ
 
 

れ
る
。
 
 三

 
 

両
部
氏
が
北
奥
の
地
に
於
い
て
頭
角
を
現
わ
し
て
来
る
の
ほ
南
部
氏
の
嫡
流
で
 
 

㊥
 
 

は
な
い
が
・
南
北
朝
時
代
南
部
師
行
の
活
躍
に
於
い
て
で
あ
る
事
ほ
．
南
部
家
文
 
 

書
、
結
城
白
川
文
書
及
び
曾
我
関
係
文
書
に
ょ
つ
て
知
ら
れ
る
。
師
行
が
糠
部
郡
 
 

の
国
代
と
し
て
北
島
顕
家
の
羽
翼
と
な
つ
て
活
躍
し
、
そ
の
後
継
者
亦
南
朝
方
と
 
 

し
て
活
躍
し
た
事
ほ
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
併
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
略
す
。
こ
 
 

の
節
行
ほ
系
図
に
ょ
れ
ば
破
切
井
氏
を
継
承
し
た
人
で
あ
り
、
師
行
の
後
に
弟
政
 
 

ニ
ー
 
 
 



守
行
の
時
に
南
北
合
一
と
な
り
、
足
利
氏
に
属
し
た
守
行
の
勢
力
は
確
立
す
る
こ
 
 

と
に
な
り
、
甲
斐
の
太
物
を
北
奥
の
地
に
移
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
 
 

い
て
駄
目
氏
旧
記
に
「
南
部
氏
ハ
甲
斐
国
下
て
六
代
な
り
」
と
あ
る
の
ほ
、
大
体
 
 

こ
の
頃
か
或
は
師
行
の
時
代
を
指
し
て
い
る
事
と
思
わ
れ
、
叉
天
文
十
五
年
摂
の
 
 

津
軽
郡
中
名
字
に
「
南
部
ノ
知
行
は
一
百
八
十
年
卜
云
主
従
八
騎
ニ
テ
甲
斐
国
ヨ
 
 

リ
下
リ
テ
」
と
あ
る
の
も
南
部
氏
が
本
拠
を
糠
部
の
地
に
置
い
た
の
は
南
北
朝
時
 
 

代
な
る
こ
と
を
物
語
る
。
新
井
白
石
は
上
述
の
二
書
を
見
て
い
る
か
伺
う
か
明
ら
 
 

か
で
な
い
が
，
薄
謝
譜
に
守
行
の
事
を
述
べ
し
後
に
「
扱
こ
の
時
よ
り
倦
奥
に
下
 
 

り
し
か
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
守
行
の
勢
力
が
何
れ
程
で
あ
つ
た
か
は
明
ら
 
 

㊧
 
 

か
で
な
く
、
師
行
の
子
孫
も
糠
部
郡
及
び
そ
の
近
隣
に
号
令
す
る
力
が
な
く
な
つ
 
 

た
に
し
ろ
．
依
然
南
北
朝
頃
恩
ぬ
せ
ら
れ
た
所
領
を
守
り
、
そ
の
子
孫
も
数
家
に
 
 

蜂
の
子
菰
も
足
利
氏
に
属
し
て
、
そ
の
地
盤
を
拡
大
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
 
 

居
た
の
で
あ
り
、
政
最
も
同
様
で
あ
つ
た
ろ
ぅ
 
 

岩
手
大
挙
学
童
畢
部
研
究
年
報
 
撃
二
審
（
一
九
五
一
）
夢
一
部
 
 

長
が
継
ぐ
の
で
あ
る
が
、
師
行
が
甲
斐
の
本
領
か
ら
こ
の
袖
に
下
向
し
て
勢
力
を
 
 

振
う
に
至
っ
た
原
因
に
つ
い
て
ほ
明
ら
か
で
な
い
が
、
南
部
家
文
書
に
ょ
れ
ば
元
 
 

弘
の
変
に
政
長
が
陸
奥
よ
り
馳
参
じ
た
事
が
記
さ
れ
て
居
り
、
系
譜
の
一
説
に
ょ
 
 

れ
ば
政
長
は
八
戸
の
領
主
工
藤
氏
の
養
子
と
な
つ
た
事
を
記
し
て
居
る
の
を
見
れ
 
 
㊥
 
 

ば
、
南
部
の
一
族
と
し
て
こ
の
他
に
下
向
し
て
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。
師
行
は
糠
 
 

部
郡
の
国
代
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
頃
は
、
甲
優
に
ほ
代
官
を
置
き
、
こ
の
地
に
 
 
 

こ
の
時
代
納
家
と
云
わ
れ
た
南
部
氏
が
如
何
な
る
状
態
で
あ
つ
た
か
ほ
明
ら
か
 
 

で
な
い
が
、
茂
時
の
戦
死
後
勢
振
わ
ず
、
師
行
、
改
良
の
時
代
で
南
朝
方
の
勢
の
盛
 
 

ん
な
頃
で
あ
つ
た
。
そ
の
後
南
朝
方
の
勢
衰
え
、
足
利
氏
の
勢
が
増
大
す
る
頃
茂
 
 

二
二
 
 
 

分
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。
㊧
 
 

四
 
 

南
部
氏
の
北
奥
に
於
け
る
勢
力
も
暗
政
の
時
代
と
せ
ら
れ
る
天
文
の
頃
、
全
国
 
 

的
統
一
の
気
運
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
北
奥
一
帯
に
伸
展
す
る
事
に
な
つ
た
と
思
わ
れ
 
 

る
。
南
部
根
元
記
ほ
「
晴
政
の
却
治
代
に
至
り
て
は
僅
か
に
御
領
分
を
従
え
る
外
 
 

さ
ま
で
御
威
勢
も
な
か
り
け
り
」
と
し
て
あ
る
状
態
か
ら
、
津
軽
地
方
及
び
岩
手
 
 

郡
地
方
に
ま
で
そ
の
勢
力
が
及
ん
だ
こ
と
に
ょ
つ
て
知
ら
れ
る
。
嘩
軽
地
方
で
ほ
 
 

H
子
の
城
主
田
子
高
信
が
津
軽
を
従
え
、
石
川
城
に
拠
つ
て
石
川
高
信
と
称
し
た
 
 

外
、
南
部
の
一
族
或
は
譜
代
の
家
臣
に
し
て
津
軽
地
方
の
城
主
に
な
る
者
が
多
か
 
 

つ
津
‥
軽
薄
の
大
浦
氏
も
南
部
系
譜
を
正
し
い
も
の
と
考
え
る
事
が
出
来
な
い
 
 

に
し
て
も
．
津
軽
部
中
名
字
に
「
大
浦
ノ
屋
形
ハ
南
部
信
州
汽
盛
信
一
中
也
」
「
信
 
 

州
ハ
備
州
守
（
久
慈
備
州
）
子
也
」
と
あ
り
、
永
嶽
日
記
に
も
為
信
の
先
代
為
則
 
 

が
南
部
信
濃
守
と
称
し
て
い
た
事
ほ
、
大
浦
氏
も
南
部
の
分
れ
で
南
部
氏
を
名
乗
 
 

っ
て
い
た
事
を
物
語
警
部
で
は
一
方
井
氏
も
そ
の
女
を
石
川
島
信
に
入
 
 

れ
、
信
直
ほ
そ
の
間
に
出
来
た
子
で
あ
る
事
は
南
部
氏
と
の
交
渉
を
物
語
り
、
卒
 
 

⑳
 
 

飴
氏
ほ
南
部
の
分
れ
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
 

聞
伊
地
方
ほ
聞
伊
十
郎
行
光
の
後
胤
と
称
す
る
間
伊
一
族
の
根
拠
地
で
．
南
北
 
 

⑳
 
 

胡
時
代
の
文
書
に
現
わ
れ
て
来
る
が
 
こ
の
地
方
に
も
南
部
氏
の
勢
力
の
及
ん
だ
 
 

事
ほ
天
文
八
年
の
千
徳
村
の
羽
黒
山
神
社
枝
札
に
「
南
部
朝
臣
千
徳
三
郎
」
の
銘
 
 

の
あ
る
も
の
、
及
び
天
文
十
年
同
村
窯
森
神
社
の
棟
札
に
「
南
部
右
馬
先
安
后
」
の
 
 

銘
の
あ
る
も
の
の
あ
る
事
ほ
、
こ
の
時
代
に
南
部
氏
の
勢
力
の
及
ん
で
い
た
事
を
 
 
 



物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
こ
の
地
方
に
南
部
の
支
族
と
称
す
る
も
の
に
嘩
軽
 
 

石
氏
、
江
繋
氏
．
岩
泉
氏
等
が
あ
る
。
鹿
角
郡
に
も
南
部
の
支
族
と
称
す
る
も
の
 
 

に
昆
半
民
、
谷
内
氏
が
あ
り
、
南
部
氏
の
勢
力
の
伸
展
を
物
語
つ
て
い
る
。
 
 
 

天
文
の
頃
の
南
部
氏
の
威
勢
の
伸
展
を
暗
政
の
時
代
と
し
、
彼
が
そ
の
他
位
に
 
 

あ
つ
た
の
は
父
安
倍
の
産
後
大
永
五
年
よ
り
天
正
十
年
ま
で
五
十
七
年
間
と
し
て
 
 

い
る
が
、
こ
の
暗
政
の
在
位
年
代
及
び
そ
の
伝
説
に
ほ
相
当
疑
問
が
あ
る
。
金
石
 
 
 

㊥
 
 

文
に
南
部
の
氏
を
と
ゞ
め
る
も
の
ほ
、
前
述
の
千
徳
村
の
二
つ
の
外
に
、
二
戸
部
 
 

斗
米
柑
の
月
山
神
社
の
検
札
の
太
線
弐
年
の
「
南
部
新
四
郎
政
蕗
」
の
名
の
あ
る
 
 

も
の
、
同
じ
神
社
検
札
で
年
号
の
叙
は
な
く
「
淑
政
庚
申
務
壷
」
と
あ
る
も
の
 
（
某
 
 

面
に
「
チ
時
天
正
六
年
戊
刀
九
月
甘
六
R
二
の
文
字
が
あ
る
が
「
宝
暦
十
口
正
月
 
 

二
日
」
と
共
に
迫
鈍
と
思
わ
れ
る
）
、
二
戸
郡
御
近
地
の
新
山
神
社
椋
乱
の
天
正
 
 

五
年
丁
丑
碓
月
吉
日
の
「
淑
政
巌
」
の
名
の
あ
る
も
の
、
及
び
九
戸
郡
江
刺
家
相
の
 
 

新
山
神
社
検
札
の
「
清
部
大
輔
瀬
島
わ
」
の
名
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 
 

検
札
は
既
述
の
如
く
天
文
よ
り
永
線
、
天
正
の
頃
南
部
氏
の
勢
力
の
発
展
伸
張
を
 
 

物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
．
こ
ゝ
に
出
て
来
る
安
信
、
政
康
に
つ
い
て
考
え
て
 
 

見
る
と
、
南
部
系
譜
で
ほ
「
政
康
－
安
信
－
晴
政
」
の
関
係
と
な
り
．
政
康
は
永
 
 

正
四
年
残
し
、
安
倍
は
大
永
五
年
覆
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
を
時
政
が
 
 

継
い
で
い
る
事
に
な
つ
て
い
る
。
然
し
金
石
文
の
示
す
併
で
ほ
政
康
と
安
信
と
の
 
 

関
係
は
、
年
代
的
に
逆
の
関
係
に
あ
り
、
両
も
安
倍
ほ
天
文
十
年
に
在
低
し
て
い
 
 

た
事
が
考
え
ら
れ
、
政
康
に
至
っ
て
ほ
．
矛
正
六
年
に
未
だ
在
世
し
て
い
た
と
考
え
 
 

ら
れ
る
事
は
、
南
部
系
譜
に
相
当
疑
問
を
疑
か
し
め
ら
れ
る
。
 
 
 

向
こ
れ
に
鮨
顧
し
て
政
康
の
前
代
信
義
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
駄
目
氏
旧
記
が
 
 

南
部
薄
の
歴
史
に
つ
い
て
（
草
間
）
 
 

一
 
 

そ
の
書
礼
礼
の
記
事
の
併
に
「
南
部
修
理
大
夫
殿
 
教
兼
」
と
あ
る
南
部
修
理
 
 

大
夫
は
、
南
部
系
譜
に
あ
る
信
義
の
事
で
あ
り
、
信
義
は
文
鶉
三
年
に
超
し
た
と
 
 

す
る
が
、
恐
ら
く
除
目
氏
旧
記
の
書
か
れ
た
永
正
年
間
ま
で
ほ
在
世
し
た
も
の
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
晴
政
の
諒
字
に
つ
い
て
南
部
藩
に
伝
え
る
併
で
ほ
、
武
田
晴
信
の
 
 

晴
の
一
字
を
請
う
て
名
乗
っ
た
と
す
る
が
、
大
館
常
興
日
記
（
後
鑑
拳
二
百
七
）
 
 

に
よ
れ
ば
将
軍
養
喘
の
一
字
を
請
う
て
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
天
文
八
年
 
ヽ
 
 

の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
に
よ
つ
て
南
部
藩
が
太
線
前
後
ま
で
正
確
な
記
録
を
散
伏
し
て
し
ま
つ
て
 
 

い
る
事
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
事
は
準
軽
の
経
営
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
併
で
あ
 
 

る
が
∵
」
の
問
題
は
又
別
の
機
会
に
ゆ
づ
る
。
然
し
南
部
氏
が
天
文
の
頃
↓
段
と
 
 

そ
の
勢
力
を
伸
張
す
る
に
至
っ
た
事
ほ
否
定
出
来
な
い
。
 
 

五
 
 

南
部
氏
ほ
室
町
時
代
以
来
北
奥
の
他
に
拠
つ
て
相
当
な
勢
力
を
も
ち
、
そ
の
南
 
 

方
の
斯
波
氏
と
対
晦
し
、
更
に
天
文
の
頃
一
段
と
そ
の
勢
力
を
伸
張
し
た
が
、
そ
 
 

の
餞
内
の
諸
侯
は
南
部
氏
の
支
配
下
に
あ
る
と
ほ
い
え
∵
六
々
そ
の
居
城
に
あ
つ
 
 

て
土
豪
的
勢
力
を
保
持
し
て
存
在
し
．
南
部
氏
と
二
厳
の
縁
故
ほ
も
つ
が
、
強
固
な
 
 

統
一
組
織
の
下
に
統
制
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
．
そ
の
中
心
勢
力
が
弱
ま
れ
ば
．
 
 

夫
々
独
立
し
得
る
状
憩
の
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
時
政
の
軍
後
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳
 
 

そ
の
嗣
子
病
弱
に
し
て
間
も
な
く
覆
す
る
や
、
そ
の
後
継
者
が
誰
が
な
る
か
ほ
大
 
 

き
な
難
問
焉
で
あ
り
、
当
時
そ
の
後
継
着
た
ら
ん
と
す
る
者
も
少
な
く
な
か
つ
た
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
ほ
南
部
超
元
記
を
始
め
詔
書
に
記
し
て
あ
る
が
、
晴
 
 

二
三
 
 
 



信
直
ほ
家
督
に
立
つ
と
、
時
政
超
後
動
揺
せ
る
領
内
を
鎮
め
、
一
方
南
下
し
て
 
 

志
波
方
両
に
勢
力
を
伸
し
、
斯
波
氏
を
滅
し
た
。
更
に
自
己
の
地
位
を
安
国
な
ら
 
 

し
む
る
た
め
に
前
田
利
家
を
介
し
て
秀
吉
に
通
じ
、
小
田
原
の
役
に
参
降
し
て
秀
 
 

吉
に
見
参
し
、
役
終
つ
て
そ
の
折
償
南
部
七
難
の
地
を
安
堵
せ
ら
れ
た
朱
印
状
を
 
 

受
け
た
。
こ
の
南
部
七
郎
ほ
北
郡
∵
二
戸
邦
、
九
戸
郡
、
二
戸
郡
、
掩
角
邦
、
閉
 
 

伊
都
、
岩
手
郵
の
七
邦
を
数
え
る
が
、
前
述
の
天
草
一
十
年
に
未
だ
糠
部
郡
の
名
 
 

称
を
用
い
て
い
た
事
を
考
え
る
と
そ
の
意
味
が
明
確
で
な
い
が
、
芦
正
十
九
年
九
 
 

戸
政
美
の
乱
後
志
布
部
、
稗
貫
郵
、
和
賀
郡
の
三
部
を
加
封
せ
ら
れ
、
寛
永
十
一
 
 

政
の
下
に
そ
の
勢
力
の
拡
張
に
努
め
た
弟
高
信
の
子
信
直
が
北
信
愛
に
推
さ
れ
て
 
 

そ
の
地
位
に
つ
く
事
に
な
つ
た
。
然
し
信
直
の
擁
立
に
対
し
て
餞
内
の
諸
士
の
帰
 
 

趨
ほ
重
大
な
問
題
で
あ
つ
た
。
尭
づ
凍
‥
軽
に
於
い
て
大
浦
氏
は
南
部
の
萌
絆
を
況
 
 

し
て
独
立
し
、
こ
の
地
の
南
部
氏
配
下
の
諸
城
を
攻
略
し
た
？
又
l
旗
で
も
九
戸
 
 

故
実
は
野
心
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
た
た
め
、
信
直
の
家
督
を
心
よ
く
思
わ
ず
、
 
 

信
直
の
招
き
に
も
応
ぜ
ず
、
独
立
の
状
態
と
な
つ
た
。
南
部
豪
文
書
に
あ
る
東
政
 
 

膠
よ
り
八
戸
殿
宛
の
数
通
の
文
書
ほ
新
家
督
信
直
に
対
す
る
八
戸
氏
の
偏
向
の
重
 
 

大
で
あ
つ
た
事
を
考
え
し
む
る
。
八
戸
氏
ほ
師
行
以
来
の
旧
き
伝
統
を
も
ち
、
三
 
 

戸
に
近
く
重
要
な
位
置
を
占
め
る
一
族
で
あ
つ
た
事
は
、
宿
直
を
取
り
巻
く
一
門
 
 

の
士
に
と
つ
て
重
要
な
布
窄
で
あ
つ
た
。
こ
ゐ
八
戸
氏
が
信
直
の
家
督
に
同
意
し
 
 

た
事
ほ
、
信
直
の
地
位
を
安
国
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
盛
岡
南
部
氏
の
伝
に
 
 

ほ
な
い
が
、
八
戸
系
譜
が
伝
え
る
櫛
引
八
幡
宮
神
前
に
於
い
て
信
直
と
政
義
と
が
 
 

誓
詞
を
交
わ
し
た
と
の
伝
え
は
、
或
る
程
度
事
の
夷
相
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ら
 
 

岩
手
大
串
孝
養
畢
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 

二
四
 
 

⑳
 
 

年
八
月
四
日
の
将
軍
家
光
の
判
物
に
見
ゝ
又
る
如
き
十
部
の
領
地
に
な
つ
た
事
よ
り
 
 

考
え
る
と
、
以
上
の
七
郡
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 

大
 
 

南
部
氏
が
加
封
地
を
加
え
て
十
郡
十
方
石
の
領
主
と
な
る
や
、
そ
の
償
内
の
統
 
 

一
と
秩
序
の
維
持
が
先
づ
第
一
に
重
要
な
問
題
で
あ
つ
た
。
殊
に
新
附
の
土
地
の
 
 

治
安
の
維
持
に
於
い
て
そ
う
で
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
に
授
落
し
た
旧
慣
壬
の
勢
力
 
 

を
利
和
す
る
こ
と
は
、
餞
内
の
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
つ
た
。
従
っ
て
南
部
氏
 
 

ほ
旧
領
王
の
家
臣
を
任
川
し
、
そ
れ
に
高
藤
を
与
え
て
、
そ
の
他
の
治
安
の
維
持
 
 

に
努
め
た
事
ほ
次
の
表
に
示
す
如
く
で
あ
る
。
 
 

本姓或は 糞主家  
利直段平  

寛永八年  

産直竣年  

寛文四年  
氏及び最高疎高  

浮 法 寺氏 5nOO  

一 方 井氏 7〔〉0  

東 谷 川氏 BOO  

葛 巻 氏 2260  

日  戸  氏lと．0〕  

大 空 丑 氏 650  

乙  部  氏1100  

額  田  氏1100  

岩 緒 水氏1100  

上  野  氏 2000  

大  槌 氏 800  

嶋森  氏1000  

太  田  氏 800  

船  越  氏 960  
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0
 
 
 
 
 
3
 
 

工 藤  

同 上  

河 村  

同 上  

同 上  

斯 波  

同 上  

遠 野  

同 上  

稗 貫  

和 賀  

小笠原  

5
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 

5
 
3
 
0
 
 

奈 良】大  場  氏1000  

詫 ① 以上参考諸家系譜によって作成   

（彰 信直、利直時代の最高碑高を掲げ、且700右  

以上をとり上げた。   



然
し
領
内
の
治
安
の
維
持
を
計
る
反
面
領
内
の
統
一
を
計
り
、
そ
の
支
配
権
を
 
 

発
揮
す
る
必
要
は
、
こ
れ
等
旧
領
童
の
勢
力
の
残
存
を
障
害
と
感
ず
る
に
様
に
な
 
 

っ
た
・
。
殊
に
慶
長
五
年
関
ケ
原
の
彼
の
動
揺
に
乗
じ
、
伊
達
政
宗
の
援
助
が
あ
つ
 
 

た
と
は
い
え
、
和
賀
岩
崎
の
一
搾
ほ
か
ゝ
る
考
え
を
一
段
と
強
め
た
も
の
で
あ
つ
 
 

た
。
従
っ
て
そ
れ
ら
諸
士
の
大
部
分
は
利
直
の
晩
年
ま
で
家
督
の
時
を
利
鞘
し
て
 
 

か
、
或
は
種
々
の
理
由
に
つ
け
て
収
蔵
或
は
減
成
さ
れ
、
垂
直
の
晩
年
ま
で
に
は
 
 

断
超
す
る
か
、
或
ほ
少
線
を
食
む
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
 
 
 

こ
れ
に
反
し
て
南
部
の
一
族
と
称
す
る
者
、
甲
州
よ
り
光
行
に
従
っ
て
下
向
し
 
 

て
以
来
譜
代
と
称
す
る
者
は
そ
の
家
蔵
を
失
う
事
少
な
く
、
叉
藩
政
の
枢
機
に
参
 
 

与
し
て
栄
え
る
者
が
あ
つ
た
。
殊
に
譜
代
の
旧
臣
に
し
て
四
天
王
と
呼
ば
れ
た
福
 
 

士
、
桜
庭
、
小
笠
原
∵
三
上
等
の
子
孫
は
家
老
の
職
に
な
る
老
も
あ
り
、
少
な
く
と
 
 

も
高
知
絡
の
地
位
を
失
わ
な
か
っ
た
。
然
し
こ
れ
ら
譜
代
の
家
臣
な
る
潜
も
欧
に
 
 

南
部
氏
の
歴
史
に
疑
義
を
提
出
し
た
肝
に
ょ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
光
行
以
 
 

来
の
伝
統
を
も
つ
も
の
で
ほ
な
い
。
こ
れ
等
譜
代
の
臣
に
つ
い
て
天
文
年
間
の
作
 
 

で
あ
る
津
軽
郡
中
名
字
に
「
主
従
八
騎
に
て
甲
斐
の
国
よ
り
下
り
て
六
千
八
別
の
 
 

甲
と
な
る
三
官
僚
四
天
の
侍
と
云
也
。
三
官
盈
配
、
芸
買
侍
聖
鮎
庭
…
」
 
 

と
云
わ
れ
る
如
く
、
古
く
か
ら
南
部
氏
に
属
し
て
功
の
あ
つ
た
家
柄
で
あ
ら
う
が
、
 
 

福
士
氏
に
つ
い
て
南
部
系
譜
が
甲
斐
武
田
信
義
の
子
兼
信
、
そ
の
子
義
元
の
子
撰
 
 

と
す
る
の
に
対
し
て
、
東
H
東
伏
博
士
が
駿
河
国
大
石
寺
文
書
に
よ
つ
て
大
石
寺
 
 

の
本
願
南
条
時
光
の
後
裔
で
あ
ら
う
と
述
べ
ら
れ
た
説
ほ
甲
斐
よ
り
の
譜
代
の
説
 
 

を
否
定
す
る
一
例
で
あ
る
、
館
東
顕
寺
古
碑
に
「
□
□
□
次
郎
冥
光
十
三
代
不
来
方
 
 

城
壬
礪
士
五
郎
政
長
」
の
明
徳
二
年
の
も
の
が
あ
る
が
全
く
の
偽
作
で
あ
る
。
 
 

南
部
落
の
旛
史
に
▼
つ
い
て
（
草
間
）
 
 

七
 
 

以
上
南
部
氏
は
こ
の
地
に
古
い
歴
史
を
も
つ
こ
と
ほ
こ
の
土
地
に
於
け
る
歴
史
 
 

を
作
為
す
る
こ
と
に
な
り
、
南
部
氏
従
属
の
諸
士
は
そ
の
歴
史
の
内
に
於
い
て
一
 
 

族
或
ほ
譜
代
の
概
念
を
形
成
し
．
そ
れ
が
滞
故
障
代
の
環
臣
の
地
位
に
大
き
な
影
 
 

響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
藩
政
時
代
に
そ
の
藩
の
歴
史
に
対
す
る
揮
 
 

え
ざ
る
反
省
と
意
識
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 
 

最
後
に
附
け
加
え
て
置
き
度
い
事
ほ
南
部
薄
に
於
け
る
か
1
る
歴
史
的
意
識
の
 
 

存
在
と
共
に
、
こ
の
地
が
東
北
僻
陳
の
地
と
し
て
文
化
的
に
遅
れ
て
い
る
と
い
う
 
 

意
識
ほ
、
中
央
文
化
に
対
す
る
憤
れ
と
そ
の
採
用
に
対
す
る
熱
意
で
あ
る
。
中
津
 
 

川
の
橋
を
京
洛
の
賀
茂
川
の
梼
に
模
し
事
ほ
文
化
流
入
に
努
力
す
る
一
端
を
物
語
 
 

る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
藩
政
の
初
期
元
藤
頃
ま
で
滞
財
政
に
割
合
に
弾
力
性
が
あ
 
 

っ
た
時
代
に
新
規
の
家
臣
が
召
抱
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
人
材
を
他
国
に
求
め
そ
 
 

れ
を
召
抱
え
る
事
に
積
極
的
で
あ
り
．
そ
れ
等
の
家
臣
は
相
当
な
高
藤
を
以
て
召
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊧
 
 

抱
え
ら
れ
る
と
共
に
藩
政
の
枢
機
に
参
与
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
こ
 
 

の
際
罪
に
依
て
南
部
藩
に
預
け
ら
れ
た
流
人
の
子
孫
或
は
家
臣
で
も
、
そ
の
罪
が
 
 

赦
さ
れ
た
後
藤
士
に
召
抱
え
ら
れ
る
者
も
少
な
く
な
か
つ
た
事
は
注
目
に
旭
す
る
 
 

こ
と
で
あ
る
。
 
 

（
一
九
五
二
、
一
、
三
〇
）
 
 

註
 
 

①
 
こ
の
樺
の
も
の
で
ほ
南
部
元
記
が
最
も
古
く
、
叉
一
躍
に
績
ま
れ
た
棟
で
あ
る
こ
と
ほ
太
 
 
 

田
孝
太
郎
氏
「
帝
都
元
記
異
同
考
」
（
茸
稀
本
、
を
特
別
の
好
意
に
よ
り
開
講
を
許
き
れ
た
）
 
 
 

に
そ
の
熊
本
は
十
咽
頼
類
に
及
び
、
そ
れ
ら
は
大
体
三
系
繚
に
な
る
と
と
を
明
ら
か
に
き
れ
 
 

二
五
 
 
 



岩
手
大
草
草
薮
拳
番
所
究
年
報
 
欝
三
魯
（
一
九
五
】
）
夢
】
洛
 
 
 

た
○
 
 

㊤
 
渡
達
世
祓
博
士
「
徳
川
氏
の
姓
氏
に
就
て
」
（
史
畢
雑
誌
第
三
十
編
十
一
班
）
遠
田
撃
一
郎
 
 
 

博
士
「
日
本
近
世
文
化
」
（
昭
和
十
二
年
度
講
義
）
 
 

④
 
津
軽
大
浦
氏
の
系
固
に
つ
い
て
は
天
和
貞
事
の
頃
藩
主
信
政
の
弟
可
足
の
答
申
せ
る
も
の
 
 
 

（
青
森
麒
史
第
一
巻
併
収
）
、
及
び
津
軽
一
統
志
等
が
あ
る
。
 
 

④
 
繚
部
五
都
に
つ
い
て
の
一
番
古
い
記
事
ほ
、
「
元
締
十
二
乙
卯
年
五
月
於
武
帰
途
清
書
之
 
 
 

藤
根
吉
品
改
良
金
」
の
奥
書
の
あ
る
「
九
戸
軍
記
」
で
あ
る
が
、
南
部
領
十
郡
が
寝
劃
せ
ら
 
 
 

れ
た
後
に
、
北
、
二
戸
、
三
戸
、
九
戸
、
閉
伊
等
の
五
郡
を
云
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
 
 
 

も
彼
ぶ
碍
々
解
輝
の
相
異
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
蹄
部
五
郡
考
」
（
史
談
骨
に
費
琴
未
刊
）
に
 
 
 

於
い
て
蓮
べ
た
。
津
軽
郡
中
名
字
に
「
糠
部
ほ
六
郡
と
言
開
伊
始
め
七
都
と
言
也
」
と
あ
る
 
 
 

の
ほ
別
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
誅
⑳
を
参
照
 
 

①
 
南
清
私
記
望
、
声
城
回
線
之
事
参
照
（
南
部
叢
書
第
三
柑
併
収
）
年
親
に
異
詮
も
あ
る
。
 
 

＠
 
糠
部
の
事
に
つ
い
て
は
大
槻
文
彦
博
士
「
伊
達
行
朝
勤
王
事
撃
、
吉
田
兼
任
博
士
「
大
 
 
 

日
本
地
名
鮮
典
」
に
於
い
て
一
厳
粛
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
田
中
菩
多
美
氏
が
「
盛
岡
 
 
 

市
史
」
に
於
い
て
之
を
述
べ
、
小
生
も
奥
羽
史
談
合
の
席
で
こ
の
事
に
触
れ
た
。
 
 

⑦
 
新
渡
戸
文
書
元
弘
三
年
九
月
廿
四
日
楷
勘
助
等
速
著
書
下
に
津
軽
四
部
と
あ
り
、
山
速
郡
 
 
 

に
つ
い
て
ほ
同
文
書
輿
水
年
八
月
波
多
野
義
賓
代
襲
家
の
訴
状
及
び
廉
永
四
年
七
月
の
同
人
 
 
 

の
訴
状
が
あ
る
。
南
部
家
文
彗
三
に
山
達
郵
政
断
と
あ
る
。
津
軽
都
中
名
字
に
は
津
軽
ほ
 
 
 

大
都
と
あ
る
が
四
部
と
の
関
係
ほ
未
だ
明
で
な
い
。
 
 

④
 
南
北
朝
頃
に
久
慈
都
が
存
在
し
て
い
た
事
は
南
部
家
文
書
五
二
四
に
明
ら
か
で
あ
り
、
 
 

開
老
法
事
所
収
の
稗
貫
状
（
南
部
叢
書
第
三
哲
に
も
室
町
時
代
久
慈
郡
の
存
在
し
た
事
が
 
 
 

卑
を
い
る
。
室
町
時
代
末
に
ほ
山
逸
都
と
同
級
な
く
な
つ
た
榛
で
あ
る
。
 
 

④
一
戸
－
南
部
家
文
書
一
〇
・
一
四
ニ
ー
四
 
 
 

者
1
0
・
一
四
・
ニ
ー
 
 

l
二
戸
－
同
 
 

二
大
 
 

七
戸
⊥
甲
窟
 
七
・
二
三
・
二
七
・
二
九
・
三
－
・
三
三
・
五
二
 
 
 

八
戸
－
同
 
 
 

者
一
〇
・
一
四
・
五
三
・
六
丁
六
七
 
 
 

九
戸
卜
白
川
文
書
 
元
弘
三
年
十
二
月
十
入
日
顛
家
国
宝
 
 

中
盤
村
1
南
部
家
文
書
主
五
 
 
 

字
骨
利
・
中
濱
・
御
牧
∴
屏
j
新
渡
戸
文
書
正
中
二
年
九
月
十
一
目
宗
季
轟
耽
・
同
文
書
 
 
 

建
武
二
年
田
十
月
廿
九
目
顔
家
下
文
 
 

⑩
 
南
部
叢
寧
餅
牧
の
開
老
遺
草
に
ほ
閉
脚
郵
の
上
に
「
同
」
の
辛
が
あ
る
が
原
本
に
は
な
い
。
 
 
 

こ
の
外
誤
植
が
多
い
鮎
は
任
意
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

㊥
・
南
部
家
文
書
二
四
K
三
戸
の
併
に
「
今
田
四
郎
三
郎
跡
し
ほ
同
文
肇
二
を
参
照
し
て
考
 
 
 

え
れ
ば
「
愈
由
」
か
「
合
田
」
で
あ
ら
う
。
地
名
離
典
に
は
合
田
と
あ
る
。
 
 

⑳
 
大
日
本
地
名
辞
典
の
陸
奥
の
部
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
 
 

⑱
 
参
考
諸
家
系
譜
（
盛
岡
南
部
氏
所
蔵
本
現
在
岩
手
義
合
図
書
館
に
て
保
存
）
に
よ
れ
ば
畠
 
 
 

山
愚
息
の
後
胤
と
解
す
る
氏
に
浄
法
寺
、
稔
岡
、
太
田
、
吉
田
、
駒
嶺
、
酉
館
、
大
森
、
五
 
 
 

日
市
を
撃
げ
て
い
る
。
 
 

⑭
 
奥
州
征
伐
の
論
功
行
質
に
つ
い
て
落
書
鏡
は
「
乳
勇
士
勃
功
、
各
被
布
発
話
」
と
あ
る
の
 
 
 

み
で
、
そ
の
輯
軸
な
内
容
に
ほ
解
れ
て
い
な
い
。
奥
南
盛
凰
記
の
南
部
発
行
公
奥
州
下
向
之
 
 
 

事
に
「
奥
州
五
十
西
都
ヲ
割
テ
功
士
三
十
六
人
二
宛
行
ル
…
畠
山
二
郎
何
弟
l
二
ハ
戸
二
 
 
 

戸
‥
」
等
と
あ
る
が
租
接
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
後
の
文
書
に
出
て
来
る
所
よ
り
考
え
 
 
 

れ
ば
有
功
の
牌
士
に
夫
々
一
概
或
は
数
継
が
恩
給
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
か
つ
た
橡
で
あ
る
。
 
 

＠
 
開
老
潰
事
の
著
者
は
建
久
六
年
を
主
張
し
、
稀
渚
私
記
は
「
建
久
三
年
と
も
云
承
久
元
年
 
 
 

云
」
と
し
て
い
る
が
、
太
田
代
恒
徳
ほ
承
久
元
年
を
主
張
し
て
い
る
。
 
 

⑯
 
太
川
代
恒
徳
は
斎
藤
堰
治
者
「
南
部
五
世
偉
」
及
び
津
軽
藩
の
「
津
軽
一
統
志
」
等
に
封
 
 
 

し
て
、
盛
岡
南
部
の
立
場
を
論
じ
以
上
二
書
を
滞
欧
す
る
た
め
に
「
舛
設
南
部
人
世
小
鰭
」
 
 
 

「
五
世
偉
耕
妄
書
」
「
南
部
世
藷
附
錬
」
を
書
い
た
が
、
何
れ
も
や
、
牽
憩
な
餅
が
あ
る
。
 
 
 



＠
 
南
部
系
譜
に
は
相
常
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
事
は
「
四
」
に
若
干
述
べ
る
餅
で
あ
る
が
、
一
 
 
 

腹
総
務
の
孜
に
役
っ
て
置
く
。
 
 

㊥
 
八
戸
南
部
氏
の
由
来
に
つ
い
て
は
盛
岡
南
部
諸
に
於
い
て
色
々
云
わ
れ
て
い
る
棟
で
あ
る
 
 
 

太
田
代
恒
徳
著
「
南
郊
由
来
諸
説
」
）
。
等
あ
り
南
部
家
文
書
所
収
の
南
部
八
戸
系
は
重
ぜ
ら
 
 
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
考
諸
家
系
譜
中
の
八
戸
氏
系
譜
は
八
戸
氏
の
家
偉
を
鰭
え
て
い
 
 
 

る
○
 
 
 

ぬ
）
 
南
部
家
文
書
一
一
は
甲
斐
に
価
行
の
代
官
の
居
た
こ
と
を
物
語
り
、
同
文
書
二
三
九
、
二
 
 
 

四
九
ほ
政
長
奥
州
に
あ
り
し
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
然
し
家
偉
に
よ
れ
ば
そ
の
本
渡
を
奥
州
 
 
 

に
移
し
た
の
は
南
北
合
一
後
と
な
つ
て
い
る
。
 
 

⑳
 
盛
岡
南
部
氏
に
は
足
利
尊
氏
、
直
義
の
御
教
書
を
俸
え
て
い
る
。
叉
南
部
政
氏
な
る
も
の
 
 
 

が
足
利
尊
氏
供
奉
の
列
に
あ
り
（
朽
木
文
醤
）
、
そ
の
他
足
利
氏
に
従
う
脚
士
？
甲
に
覇
遠
 
 
 

江
守
が
見
え
て
い
る
（
天
龍
寺
記
録
、
価
守
記
）
。
商
都
世
譜
附
録
は
太
平
記
綱
目
に
尊
氏
と
 
 
 

新
甲
義
興
の
職
撃
に
南
部
常
陸
守
、
絶
大
牢
記
義
満
石
清
水
八
幡
宮
参
詣
随
息
先
陣
に
南
部
 
 
 

甲
斐
守
活
政
の
屠
る
事
を
蓮
べ
て
い
る
。
 
 

㊨
 
守
行
が
陸
奥
国
司
俄
に
任
命
さ
れ
た
と
の
應
永
十
人
年
あ
足
利
持
氏
の
御
教
書
を
盛
岡
 

部
氏
に
倦
え
、
現
在
議
合
図
書
館
に
所
蔵
き
れ
て
い
る
が
、
貞
慣
の
程
は
明
ら
か
で
な
い
。
叉
 
 
 

守
行
の
名
を
宛
す
と
云
わ
れ
る
二
戸
郡
天
竃
寺
鐘
銘
は
「
干
時
元
中
入
牢
辛
未
五
月
日
」
と
 
 
 

あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
安
永
七
年
の
迫
銘
で
あ
れ
ば
守
行
の
名
を
重
ず
る
事
は
出
水
な
い
 
 
 

し
、
鐘
も
常
時
の
も
の
と
す
る
に
凝
悶
が
あ
る
。
 
 
 

託
⑯
㊧
を
参
蔚
す
れ
ば
三
戸
南
部
の
純
守
行
が
こ
の
年
靡
を
使
用
す
る
こ
と
に
凝
問
が
も
た
 
 
 

れ
る
。
 
 

㊨
 
正
平
十
八
年
の
大
義
寺
鰐
口
に
「
汚
信
行
L
と
あ
る
信
行
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
永
享
四
 
 
 

年
源
家
行
の
寄
港
耽
（
都
内
郷
村
志
巻
四
二
戸
南
開
囁
）
に
あ
る
豪
行
ほ
南
部
家
文
書
五
六
 
 
 

に
鼻
和
都
目
谷
興
が
南
部
信
光
の
粕
停
の
領
た
る
こ
と
を
蓮
べ
て
い
る
併
よ
り
考
え
れ
ば
、
 
 

南
部
薄
の
歴
史
に
つ
い
て
（
草
間
）
 
 

家
行
は
信
先
の
子
孫
で
あ
り
、
叉
信
行
も
八
戸
南
部
と
関
係
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
で
あ
ら
 
 
 

う
。
八
戸
南
部
系
譜
は
そ
の
分
族
に
新
田
氏
を
奉
げ
る
位
で
、
盛
岡
南
部
氏
よ
り
数
家
が
分
 
 
 

れ
た
の
と
対
照
き
れ
る
。
詫
㊧
参
照
。
 
 

⑳
 
大
光
寺
城
主
大
光
寺
氏
。
池
川
城
主
奥
瀬
氏
。
日
食
鎗
城
主
千
徳
氏
。
 
 
 

浅
瀬
石
城
主
凌
石
氏
。
石
川
城
主
石
川
氏
。
 
 

㊨
 
寛
永
諸
家
系
図
偉
元
よ
れ
ば
津
軽
氏
は
大
河
内
源
氏
を
科
し
た
こ
と
も
あ
ま
㌔
・
 
 

⑳
 
南
部
豪
文
書
六
八
で
ほ
平
舘
は
政
光
の
所
領
で
あ
つ
た
碇
で
あ
り
、
平
館
氏
ほ
八
戸
南
部
 
 
 

の
系
統
に
あ
つ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
詫
⑳
を
参
蔚
。
 
 

㊨
 
閉
伊
文
書
は
岩
手
曝
議
禽
国
書
締
に
あ
り
。
 
 

㊨
 
岩
手
味
の
金
石
史
に
つ
い
て
は
太
田
孝
太
郎
氏
の
著
書
が
あ
り
 
金
石
文
関
係
は
す
べ
て
 
 
 

こ
の
本
に
よ
る
と
共
に
眞
侭
の
見
桝
ほ
す
べ
て
太
〓
氏
に
也
控
御
指
導
を
受
け
た
こ
と
を
感
 
 
 

謝
し
て
附
託
す
る
。
 
 

⑳
 
鳴
継
の
後
年
に
つ
い
て
は
公
図
史
と
開
老
遺
草
と
は
設
を
異
に
し
 
且
つ
聞
老
泣
事
に
は
 
 
 

異
説
も
述
べ
て
あ
る
。
時
政
の
後
年
に
つ
い
て
も
異
説
が
あ
る
。
 
 

㊨
 
こ
の
倖
え
を
系
譜
で
は
九
戸
改
案
の
乱
に
際
し
て
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
つ
と
早
い
時
期
 
 
 

の
も
の
と
考
え
た
い
。
 
 

㊨
 
こ
の
寛
永
十
一
年
の
賭
軍
家
判
物
り
原
本
は
今
日
岩
手
賭
合
図
書
館
に
現
存
し
て
居
り
、
 
 
 

寛
永
十
一
年
に
ほ
南
部
十
郡
の
邸
は
地
域
的
に
明
確
に
慮
剥
き
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
 
 
 

あ
る
。
然
し
な
が
ら
一
方
糠
部
郵
の
部
名
は
慶
長
十
九
年
ま
で
使
用
せ
ら
れ
て
い
た
審
は
、
 
 
 

利
直
黒
印
状
（
俸
凝
小
録
所
収
、
着
金
七
左
工
門
宛
）
笹
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
所
よ
り
す
 
 
 

れ
ば
秀
吉
朱
印
状
に
あ
る
天
正
十
八
年
の
南
部
七
郡
が
何
を
意
味
す
る
か
凝
問
と
な
る
。
こ
 
 
 

れ
に
つ
い
て
臆
測
す
れ
ば
、
許
◎
に
述
べ
た
津
軽
郵
中
名
字
に
糠
部
は
六
郡
阻
伊
頼
め
七
都
 
 
 

と
関
係
し
て
考
え
る
と
、
糠
部
の
地
が
南
部
領
と
考
え
ら
れ
、
糠
部
七
郡
が
南
部
領
七
郡
と
 
 
 

云
う
意
味
で
天
文
年
間
噴
か
ら
云
わ
れ
た
わ
で
、
秀
吉
が
南
部
信
直
に
そ
の
節
領
を
安
堵
す
 
 

二
七
 
 
 



誅
 
 

①
 
参
考
諸
家
系
譜
に
よ
る
 
 

◎
 
奮
領
主
十
南
部
領
内
の
奮
領
主
或
は
そ
の
家
臣
 
 

＠
そ
の
他
－
東
北
近
隣
の
蔦
領
主
或
ほ
そ
の
家
臣
、
例
へ
ば
葛
西
氏
 
 

文
 
 
献
 
 
 

南
部
家
文
書
の
番
読
は
鷲
尾
敬
鵬
著
「
南
部
家
文
書
」
 
の
番
兢
な
り
。
 
 
 

伊
達
組
鍍
ほ
仙
台
叢
書
本
、
奥
羽
永
慶
軍
記
は
史
簿
集
璧
本
、
薄
翰
譜
は
国
書
刊
行
合
本
。
 
 
 

郷
土
関
係
は
南
部
叢
書
及
び
岩
手
魅
譲
合
臨
書
飴
本
に
よ
る
。
 
 
 

律
糎
郡
中
名
字
は
岩
手
魅
禽
国
書
本
洋
軽
一
枚
志
附
巻
に
よ
㌧
㌔
 
 
 

新
渡
戸
文
書
は
、
現
在
三
十
六
通
、
岩
手
大
学
陶
書
館
併
蔵
に
よ
る
。
 
 
 

盛
岡
南
部
氏
奮
蕨
国
書
ほ
岩
手
弊
議
曾
国
書
館
に
移
褒
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
鎌
倉
、
室
町
時
 
 
 

岩
手
大
挙
草
薮
鞄
瓢
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
↓
九
五
一
）
琴
】
部
 
 

る
時
南
部
七
都
の
地
の
安
堵
と
な
つ
た
も
の
で
あ
り
．
そ
れ
秒
含
む
範
囲
ほ
周
伊
部
を
甘
ん
 
 
 

だ
糠
部
都
の
地
で
あ
り
、
後
？
南
部
十
郵
か
ら
志
和
、
稗
貰
、
和
賀
の
三
部
を
除
い
た
七
都
 
 
 

の
地
と
一
致
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
別
個
の
考
え
か
ら
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 
 
 

後
に
於
い
て
一
致
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
糠
部
部
の
地
が
後
に
見
る
橡
な
郡
 
 
 

に
な
つ
た
の
は
、
元
利
、
寛
永
年
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
利
直
の
時
代
で
あ
つ
た
。
 
 

㊧
 
嘉
永
年
問
に
於
け
る
支
配
帳
に
よ
つ
て
、
南
部
藩
の
高
知
格
等
り
出
身
系
統
を
表
に
し
て
 
 
 

見
る
と
尤
の
如
く
に
な
る
。
 
 

三 新 高   

官 丸  
知   

石 番   

座 頭 格  

ノ′ヽ  ・一  ．一   

族  

八 七 一   

H                  絶 数        四 二 八    公       八 三 三丘  三‡漁 ロ日 代    他 閥    四 三 八      蕾 領 主    そ の 他  

こ
八
 

代
の
古
文
書
は
散
歩
な
い
た
め
、
そ
の
文
書
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
 
 

附
 
 
記
 
 
 

南
部
氏
奥
州
入
部
に
つ
い
て
、
那
珂
通
高
著
「
偉
疑
小
錬
」
 
に
ほ
建
武
四
年
と
す
る
川
口
其
 
 
 

の
 
「
見
開
随
筆
」
な
る
も
の
を
載
せ
て
い
る
の
は
佳
日
す
べ
き
で
あ
り
、
風
土
雑
記
に
は
守
 
 
 

行
の
應
永
年
問
の
入
部
と
し
て
い
る
。
 
 
 

糠
部
五
都
に
つ
い
て
、
享
和
二
年
の
田
名
部
一
件
に
就
い
て
某
櫛
老
中
へ
持
出
し
た
書
類
 
 
 

の
焉
が
岩
手
膀
倉
国
書
館
に
あ
る
が
、
そ
の
中
に
発
行
五
郎
拝
領
に
つ
い
て
 
「
強
靭
公
井
領
 
 
 

之
五
郡
 
九
戸
郡
閉
伊
部
鹿
角
都
津
軽
部
糠
部
郡
云
々
」
と
記
し
た
文
書
が
あ
り
．
公
式
の
 
 
 

文
書
に
記
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
を
初
見
と
す
る
。
 
 




