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奥

大

名

南

部
氏
の

家

紋

-
双

鶴

紋

誕

生

の周辺
-

は
じ
め
に

伝
統
的
な
価
値
観
が
失
わ
れ
た
戟
国
期
に
あ

っ
て
'
戦
国
大
名
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自

己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
つ
め
直
し
､
新
た
な
支
配
の
論
理
を
構
築
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
そ
の
中
で
､
己
の
出
自
を
明
ら
か
に
し
､
支
配
の
正
統
性
を
主

張
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
作
業
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡

豊
臣
秀
吉
を
例
に
と
る
と
､
そ
の
功
業
を
伝
え
る

『天
正
記
』
十
二
巻
の
中
に
は
'

『惟
任
謀
反
記
』
の
ご
と
-

｢所
生
､
元
こ
れ
､
貴
に
非
ず
｣
と
秀
吉
が
農
民
出
身

で
あ
る
こ
と
を
全
-
隠
さ
な
い
も
の
が
あ
る

一
方
で
'
『関
白
任
官
記
』
の
よ
う
に

｢祖
父
祖
母
禁
国
に
侍
す
｣
｢今
の
大
政
所
殿
三
歳
の
秋
､
或
る
人
の
謹
言
に
依
り

T
)

て
､
遠
流
に
処
せ
ら
れ
｣
と
貢
種
流
離
講
を
転
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
秀
吉
が

幕
府
設
立
を
望
ん
で
果
た
さ
ず
'
た
め
に
平
姓

･
藤
原
姓
を
得
て
位
階
昇
進
を
図
っ

た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
が
､
『天
正
記
』
が
秀
吉
の
承
認
を
得
て
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
'
そ
の
出
自
の
整
備
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
払
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
-
｡
戦
国
大
名
の
多
く
が
京
の
公
家
衆
に
近
づ
き
､
そ
の
家

系
に
組
み
こ
ん
で
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
て
い
る
が
､
こ
の
点
で
は
､
時
の
権
力
者

と
て
例
外
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

本
田

伸

本
稿
は
､
北
奥
の
地
に
戦
国
の
世
の
生
き
残
-
を
果
た
し
た
南
部
氏
が
い
か
に
し

て
領
国
支
配
の
正
統
性
を
確
保
し
て
い
っ
た
か
を
､
家
紋
成
立
の
背
景
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
文
献
に
見
る
家
紋
伝
承

を
検
討
の
対
象
と
し
た
た
め
､
家
紋
の
図
像
学
的
な
考
察
に
は
あ
え
て
深
-
踏
み
こ

ま
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
-
｡

南
部
氏
の
出
自
に
つ
い
て

南
部
氏
は
も
と
も
と
山
間
部
に
位
置
す
る
三
戸

(現
青
森
県
三
戸
町
)
に
山
城
を

(ヱ

築
い
て
拠
点
と
し
て
い
た
が

近
世
初
頭
､
南
部
利
直
の
代
に
十
万
石
の
領
有
を
認

め
ら
れ
て
不
来
方

(現
岩
手
県
盛
岡
市
)

へ
移
り
'
本
格
的
な
城
下
町
を
建
設
し
た
｡

一
方
､
海
岸
部
に
開
け
た
八
戸
平
原
に
も
早
-
か
ら
南
部
氏
の
支
族
が
入

っ
て

｢根

城
｣
と
呼
ば
れ
る
平
山
城
を
築
き
'
時
に
三
戸
の
南
部
氏
本
家
と
は
異
な
る
立
場
で

行
動
し
た
｡
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
前
者
の
系
統
を

｢
三
戸
南
部
｣
､
後
者
の
系
統

(m)

を

｢根
城
南
部
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る

南
部
氏
は
､
東
北
の
地
に
興
亡
し
た
名
族
の
中
で
も
比
較
的
確
か
な
来
歴
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
｡
そ
の
初
代
と
さ
れ
る
三
郎
光
行
は
源
頼
朝
が
奥
州
平
泉
の
藤
原
氏



攻
め

(奥
州
合
戦
)
を
敢
行
し
た
際
に
そ
の
先
陣
に
従

っ
て
い
た
信
濃
三
郎
光
行
の

(I)

こ
と
で
あ
=人

草
創
期
の
鎌
倉
幕
府
に
あ

っ
て
御
家
人
を

つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
光
行
の
三
男
で
あ
る
実
長
は
甲
州
波
木
井
の
有
力
な
土
豪
で
'

日
蓮
に
手
厚

い
保
護
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
､
根
城
南
部
の
祖
と
さ
れ
る
｡
し
か

し
'
南
部
氏
が
甲
州
か
ら
北
奥
に
勢
力
基
盤
を
移
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
'

い
ま
だ
不
明
確
な
点
が
多

い
｡

『源
氏
南
部
八
戸
家
系
』
に
は
'
頼
朝
が
奥
州
合
戟
の
恩
賞
と
し
て
陸
奥
国
糠
部

(6一

郡
を
光
行
に
与
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
'
今

の
と
こ
ろ
こ
れ
を
裏
付
け
る
有
力
な

史
料
は
見

つ
か

っ
て
い
な
い
｡
し
か
も
鎌
倉
期
の
北
奥
に
は
'
建
保
七
年

(
一
二

一

九
)
に
北
条
義
時
か
ら
平
賀
郡
岩
楯
村

(現
南
津
軽
郡
平
賀
町
)
を
宛
行
わ
れ
た
平

(ヱ

広
忠

(曽
我
氏
)
や
'
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
に
北
条
時
頼
か
ら
糠
部
五
戸

(覗

(%)

三
戸
郡
五
戸
町
)
の
得
宗
領
に
お
い
て
地
頭
代
を
命
ぜ
ら
れ
た
平
盛
時
の
例
の
ご
と

く
北
条
氏
の
勢
力
が
広
-
敷
宿
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
'
南
部
氏
の
活
動
は
こ

れ
ら
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
制
約
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
糠
部
郡
給
与
の
記
逮

は
南
部
氏
の
系
図

一
般
に
見
ら
れ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
こ
の
地
に
お

け
る
同
氏
の
勢
力
が
安
定
し
た
後
世
に
お
い
て
'
支
配
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め

に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
'
改
め
て
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
｡

北
条
氏
の
勢
力
が
衰
退
す
る
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
動
乱
が
収
束
す
る
ま
で
の
間

は
'
南
部
氏
が
北
奥
で
の
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
た
時
期
で
も
あ
る
｡
元
弘
三
午

(
一
三
三
三
)
六
月
'
後
醍
醐
天
皇
は
足
利
尊
氏
を
鎮
守
府
将
軍
に
任
じ
た
が
'
時

を
同
じ
-
し
て
大
塔
宮
護
良
親
王
を
征
夷
大
将
軍
に
補
し
て
お
-
'
天
皇
の
意
志
が

尊
氏
の
封
じ
こ
め
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
｡

つ
い
で
同
年
十
月
に
は
'
節

た
に
陸
奥
守
と
な

っ
た
北
畠
顕
家
が
多
賀
城
の
国
府
に
入

っ
た
が
'
そ
の
任
務
は
北

条
氏
の
遺
領
を
ね
ら
う
尊
氏
の
動
き
の
牽
制
で
あ

っ
た
｡
こ
の
時
'
結
城

･
伊
達

･

葛
西
と
い
っ
た
有
力
氏
族
が
挙

っ
て
顕
家
に
従

い
'
南
部
氏
も
こ
れ
に
同
調
し
た
こ

と
は
'
｢陸
奥
守
北
畠
顕
家
｣
の
名
で
多
-
の
御
教
書
や
国
宣
状
が
発
給
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ

っ
て
北
畠
氏
は
東
北
諸
氏
に
対
し
て
強

い
影

(9)

響
力
を
持

つ
よ
う
に
な

-

'

建
武
新
政
府
が
崩
壊
し
た
後
も
北
奥
の
地
に
留
ま

っ
て
､

戦
国
期
ま
で
を
過
ご
す
の
で
あ
る
｡

『奥
州
除
目
記
録
』
に
は
'
南
部
氏
が
い
つ
ご
ろ
北
奥
の
地
に
入
部
し
た
の
か
'

ド

そ
の
時
期
の
推
定
材
料
と
も
な
る
べ
き
記
述
が
見
ら
れ
る
｡

伊
達

ハ
関
東
伊
佐
よ
-
文
治
五
年
S
㍑
と
こ

被
下
候
三
百
甘
五
年

二
普

也

志
ほ
や
先
祖
泉
田
四
方
田
文
治
四
年
五
年

二
下

大
崎

ハ
貞
和
二
年

二
下
絵
ふ

昔
年

こ
ま
て
百
七
十
年

二
普
る

山
形
殿

ハ
大
崎
よ
り
十

1

年
後

二
御
越
候

延
文
元
年

二
百
五
十
九
年
也

留
守
殴

ハ
十
六
代

こ
あ

た
る

伊
達
殿

ハ
十
六
代

二
あ
た
る

南
部
殿

ハ
甲
斐
園
下
て
六
代
な
り

貞
和
二
年

(
二
二
四
六
)
か
ら
百
七
十
年
後
が

｢昔
年
｣
と
あ
る
か
ら
､
こ
の
記
事

は
永
正
十

一
年

(
一
五

一
四
)
の
状
況
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
-
､
そ
の
時
点
で

南
部
氏
が
甲
斐
国
か
ら
来
て
六
代
目
に
な
る
の
だ
と
い
う
｡
こ
の
記
事
の
筆
者
が
南

部
氏
の
入
部
時
期
を
南
北
朝
動
乱
の
初
期
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

か
つ
て
森
嘉
兵
衛
氏
が
指
摘
し
た
ご
と
-
､
こ
こ
に
出
て
-
る

｢南
部
殿
｣
が
南

〓

部
氏
の
嫡
庶
ど
ち
ら
の
系
統
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
な
お
も
残
る
が
'

閣
内

南
部
氏
が
伊
達

･
留
守

･
大
崎
の
有
力
諸
氏
よ
り
も
後
発
の
勢
力
で
あ
る
と
意
識
さ

れ
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
｡
さ
ら
に
同
記
録
を
遡
る
と
'
奥
州
探
題
の
大
崎
氏
が

諸
将
の
席
次
に
つ
い
て

｢伊
達

･
葛
西

･
南
部
三
人

ハ
何
事
も
同
輩
御
座
ス
｣
と
走

106



め
た
旨
を
記
し
た
部
分
が
あ
り
､
三
氏
の
対
等
な
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
も
兄

の
が
せ
な
い
｡
こ
の
時
期
ま
で
に
は
'
北
奥
の
地
に
お
け
る
確
固
た
る
勢
力
基
盤
を

南
都
氏
が
築
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

三
戸
南
部
と
根
城
南
部
は
婚
姻
や
養
子
縁
組
に
お
い
て
は
相
互
補
完
的
に
結
び
つ

い
て
い
た
が
､
南
北
朝
の
対
立
に
処
す
る
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
､
三

戸

方
は
北
朝
'
根
城
方
は
南
朝
と
い
う
図
式
が
展
開
し
た
｡
北
朝
が
根
城
方
の
動
向
を

気
に
か
け
て
い
た
様
は
足
利
直
義
の
名
で

｢南
部
六
郎
｣
に
勧
降
状
が
送
ら
れ
て
い

(13)

る
こ
と
に
も
明
ら
か
だ
が

'

け
っ
き
ょ
く
根
城
方
は
師
行

･
政
長

･
信
政

･
信
光

･

政
光
の
五
世
に
わ
た
っ
て
南
朝
支
援
の
立
場
を
貫
い
て
お
り
､
そ
の
忠
節
に
対
し
て

後
村
上
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
白
糸
威
棲
取
鎧

(国
宝
)
が
､
八
戸
市

の
櫛
引
八
幡
宮
に
現
存
し
て
い
る
｡

南
部
氏
の
武
士
団
経
営
は
常
に
中
央
の
政
権
争
い
を
意
識
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た

が
､
そ
れ
は
頼
朝
以
来
の
直
属
の
御
家
人
で
あ
る
と
い
う
自
負
の
ゆ
え
で
あ
る
｡
こ

う
し
た
中
央
指
向
は
'
同
氏
が
清
和
源
氏
甲
斐
武
田
氏
族
と
し
て
の
出
自
を
確
保
し

て
い
-
上
で
'
ま
た
他
の
名
族
と
の
勢
力
争
い
の
上
で
､
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
と

思
わ
れ
る
｡

↑,･t･･
･･,

て

｢丸
に
対
鶴
｣
(図
3
､
以
下
双
鶴
と
記
す
)
'
第
四
枚
に

｢菱
鶴
｣
(図
4
)'
第

五
枚
に

｢花
菱
｣
(図
5
)
を
用
い
た
｡
こ
の
う
ち
菱
鶴
は
武
田
菱
と
双
鶴
紋
の
合

成
紋
､
花
菱
は
武
田
菱
の
平
和
時
の
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
第
六
枚

｢松
笠
｣

(図
6
'
松
の
実
)
は
幕
末
期
に
使
用
が
始
ま
-
､
は
じ
め
は
裏
紋
あ
っ
か
い
に
し

て
い
た
も
の
を
､
弘
化
二
年
八
月

(
一
八
四
四
)
に
公
儀

へ
届
け
出
て
表
紋
あ
っ
か

〓

い
に
変
え
た
と
い
う
｡

六
つ
の
紋
の
中
で
最
も
著
名
な
の
が
､
双
鶴
紋
で
あ
る
｡
『折
句
式
大
成
』
に
は

｢向
ひ
鶴
菱
の
餅
よ
-
後
に
出
来
｣
と
詠
ま
れ
て
お
-
､
そ
の
由
来
が
人
口
に
捨
象

し
て
い
た
様
が
窺
え
る
｡
鶴
の
胸
に
九
曜
を
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

っ
て

覚
え
や
す
い
の
で
､
庶
民
に
は
な
か
な
か
人
気
の
あ
る
紋
だ

っ
た
ら
し
-
､
巷
で
は

｢南
部
鶴
｣
と
も
称
さ
れ
た
｡

''''

LI..4'
日

'-1'■''

二

双
鶴
紋
の
成
立
伝
承
と
そ
の
模
討

南
部
氏
は
'
第

一
枚
に

｢武
田
菱
｣

(図
1
､
割
菱
と
も
)
を
､
第
二
枚
に

｢九

曜
｣

(図
2
)
を
用
い
た
｡
前
者
は
南
部
氏
初
代
の
光
行
が
清
和
源
氏
武
田
氏
族
で

あ
る
こ
と
を
示
し
'
後
者
は
戟
勝
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
武
家
間
に
広
-
普
及
し
て
い

た
妙
見
菩
薩
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
｡
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
､
第
三
枚
と
し

l∴-
田

''''-''

.IL
I.

.

I"''''

.
1,I.:.:I.

.

近
世
期
､
南
部
家
中
に
あ

っ
て
双
鶴
紋
は
特
別
な
も
の
と
さ
れ
て
お
-
､
例
え
ば

UL内
史
略
』
に
は
'
盛
岡
藩
第
八
代
藩
主
南
部
利
雄
が

｢惣
て
紋
の
義
､
本
家
末
家

に
て
差
別
有
之
古
法
に
候
｣
と
し
て
双
鶴
紋

･
割
菱
紋
を
使
用
で
き
る
身
分
の
範
囲



･｢
､

を
示
し
た
と
い
う
内
容
の
記
事
が
あ
る
｡
ま
た

『登
礎
草
紙
』
に
は
'
関
新
兵
衛
式

忠
な
る
人
物
が
江
戸
留
守
居
役
の
寄
合
の
席
で

｢双
鶴
は
他
の
南
部
に
て
用
る
こ
と

有

へ
か
ら
す
改
め
易
ら
る
へ
し
｣
と
'
双
鶴
紋
を
誤

っ
て
衣
装
に
つ
け
た
南
部
某
の

(16)

間
違
い
を
論
断
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
た
い
て
い
の
南
部
氏
系
図
や
主
要
史
書
に
は
双
鶴
紋
誕
生
の
経
緯
が

･｢

語
ら
れ
て
い
る
が
'
試
み
に

『八
戸
家
伝
記

』

･

三
云
羽
昔
語
』

･

『祐
清
私

l-1､

記
』

･

『聞
老
通
事
』
に
よ

っ
て
そ
の
筋
立
て
を
検
討
し
て
み
る
と
'

①
安
東
氏
と
の
戟
争
が
舞
台

②
南
部
側
が
苦
戟
に
あ
る

③

｢鶴
が
舞

い
降
り
れ
ば
勝
ち
｣
と
の
霊
夢

④
宴
席
で
杯
に
九
曜
が
映
る

⑤
夢
判
断
を
す
る
家
臣
の
存
在

⑥
戟
勝
に
よ
-
九
万
石
を
得
る

⑦
九
曜
に
ち
な
む

｢
人
血
｣
の
儀
式
を
創
始

⑧
出
羽
国
月
山
よ
-
神
社
を
勧
請

⑨
胸
に
九
曜
を
配
し
た
双
鶴
を
家
紋
に
採
用

⑲
二
曜
を
引
い
た
七
曜
を
家
臣
が
用
い
る

な
ど
と
'
共
通
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
見
ら
れ
る
｡
ほ
か
の
史
書
'
例
え
ば

『奥
南
旧

記
抜
草
』

の
よ
う
に
'
頼
朝
の
命
を
受
け
た
梶
原
景
時
が
甲
斐
国
の
南
部
三
郎
と
い

う
鳥
射
ち
の
名
手
を
召
し
出
し
て
鶴
を
射
落
と
さ
せ
る
と
い
う
く
だ
り
を
載
せ
て
い

る
も
の
も
あ
る
が
'
｢御
当
家
双
鶴
紋
の
申
伝
は
'
守
行
公
御
陣
中
吉
左
右
有
之
御

代
々
家
紋
と
す
'
是
な
ら
ん
欺
｣
と
け

っ
き
ょ
-
前
記
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
回
帰
し
て

･〓
･

お
り
'
近
世
期
に
は
こ
の
伝
承
が
広
く
行
き
渡

っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
｡

南
部
氏
が
秋
田
安
東
氏
と
戟

っ
た
の
は
'
応
永
十
八
年

(
一
四

二

)
の
こ
と
で

覗
内

あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
に
近
い
時
期
の
書
物
'
例
え
ば

『長
倉
追
罰
記
』
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
永
享
七
年

(
一
四
三
五
)
の
家
紋
書
上
げ
で
は
南
部
氏
の
紋
を

｢菱
鶴
｣
と

領
内

記
し
て
い
る
L
t
室
町
中
期
の
成
立
と
見
ら
れ
る

『見
聞
諸
家
紋

』

に
は
'
南
部
氏

の
家
紋
に
つ
い
て
の
記
述
す
ら
な
い
｡
こ
の
時
期
の
中
央
政
界
と
南
部
氏
の
密
接
な

関
係
を
思
う
と
こ
れ
は
不
可
解
で
'
結
局
'
こ
の
時
点
で
双
鶴
紋
が
成
立
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
｡

家
紋
伝
承
は
瑞
祥
や
霊
威
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
'
南
部
氏
と
同

じ
-
北
奥
に
勢
力
を
張

っ
た
葛
西
氏
に
も
双
鶴
紋
伝
承
に
酷
似
し
た
も
の
が
あ
る
こ

醒
E

と
は
注
目
に
価
し
ょ
う
｡
例
え
ば

『葛
西
真
記
録
』
は
'

∴

此
時
下
総
国
之
住
人
葛
西
三
郎
活
量
図
二
軍
功

一日
二
頼
朝
卿

一賜
二

チ

奥
州
於
六
郡
一豪
二
壮
司
日
代
職

l莫
'
同
年
十

l
月
中
旬
出
二
関
東
T

レ

メ

移
二
奥
州

一其
渡
海
数
百
里
而
着
コ
船
牡
鹿
郡
石
巻

一夫
'
其
時
令
∴

､

･･

-

･

初
地
入
之
祝

J而
於

陸

地
】為
二
酒
宴
､一千
時
三
業
相
飛
来
其
影
写
二

コ

シ

ト

キ

活
量
盃
'壱
疋
初
地
入
之
吉
相
也
'
則
為
一之

家
紋

一築
.L一日
能
山
城

l

Lー

住
二
千
此
一称
二
葛
西
壱
岐
守
活
量

二
H
l石

と
'
葛
西
氏
の
家
紋
で
あ
る

｢
三
つ
葉
相
｣
の
由
来
を
載
せ
て
い
る
｡
二
つ
の
伝
承

の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

『岩
手
県
戦
国
期
文
書
』

Ⅲ
の
解
題
に
よ
れ
ば
'
こ
の
記
録
は
秀
吉
治
下
の
文
禄

年
間

(
一
五
九
二
-
九
六
)
の
作
で
あ
る
と
い
う
｡
小
田
原

へ
の
参
陣
を
果
た
せ
な

か

っ
た
葛
西
氏
は
秀
吉
か
ら
の
所
領
安
堵
が
受
け
ら
れ
ず
'
こ
の
時
期
に
は
大
名
と

し
て
の
地
位
を
失

っ
て
い
た
｡
『南
旧
秘
事
記
』
に
は
岩
崎

一
操

へ
の
出
兵
陣
容
を

記
し
た

｢正
月
御
勢
揃
之
記
｣
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
中
に
は
'
葛
西
氏
の
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第
二
.紋

｢月
に
星
｣
の
幕
紋
を
持
つ
葛
西
庄
兵
衛
な
る
人
物
の
名
が
見
え
て
い
る
｡

北
奥
大
名
の
勢
力
分
布
が
確
定
し
安
定
し
て
い
-
中
'
葛
西
氏
の

一
族
も
諸
家
の
家

臣
団
支
配
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
お
そ
ら
-

は
そ
の
過
程
で
南
部
氏
に
も
葛
西
氏
の
家
紋
伝
承
の
形
式
が
伝
え
ら
れ
､
し
だ
い
に

整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

な
お
､
葛
西
氏
が
主
従
関
係
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
家
紋
の
授
受
を
行

っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
'
天
正
三
年

(
l
五
七
五
)
八
月
十
七
日
の
猪
岡
左
馬

(,lH)

介
宛
葛
西
晴
信
感
状
が
あ
る
｡

此
度
忠
節
無
余
儀
事

依
之

一
幕
二
相

年
相
免
候
得
共

依
忠
節

二
我
々
家
紋

黒
地
自
ク
月
l古
生
相
免
者
也

偽
如
件

天
正
三
年
八
月
十
七
日

猪
岡
左
馬
介
殿

一
小
旗
赤
地
自
鳥
居

先

一
浅
黄

二
三
柏

一
小
旗

晴
信

(香
炉
印
)

猪
岡
の
忠
節
に
対
し
'
特
定
の
家
紋
の
使
用
を
許
可
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
本

紋
が

｢
一
幕
二
相
｣
か
ら

｢
一
浅
黄

二
三
柏
｣
'
旗
紋
が

｢自
鳥
居
｣
か
ら

｢月

二

星
｣
と
'
段
階
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡
こ
の
時
期
の
葛
西
氏
が
家

紋
を
名
誉
の
表
徴
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
史
料
と
言
え
る
｡

三

津
軽
氏
の
家
紋
伝
承
と
の
比
較

双
鶴
紋
と
三
つ
葉
柏
紋
の
伝
承
の
類
似
性
は
'
実
は
津
軽
氏
の
旗
紋

｢#
｣
(万

辛
)
の
由
緒
に
も
見
ら
れ
る
｡
津
軽
藩
の
正
史
と
し
て
享
保

一
六
年

(
一
七
三

一
)

に
編
纂
さ
れ
た

『津
軽

一
統
志
』
に
は
'
南
部
氏
か
ら
の
独
立
を
期
す
津
軽
為
信
が
'

夢
に
現
れ
た

｢畳
字
｣
｢錫
杖
｣
と

い
う
二
人
の
神
人
か
ら

｢わ
れ
-

又
公
の

i-イ
主I

旋
旗
を
守
護
せ
し
む
べ
し
｣
と
告
げ
ら
れ
'
そ
の
名
乗
-
に
ち
な
ん
で
旗
紋
と
馬
印

(hr?)

を
定
め
た
と
い
う
-
だ
-
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

近
世
期
に
所
領
が
隣
接
し
て
い
た
南
部
氏
と
津
軽
氏
の
関
係
は
､

一
つ
の
県
に
統

合
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
も
な
お
､
対
立
す
る
地
域
性

･
住
民
性
の
事
例
と
し
て
請

題
に
上
る
こ
と
が
多
い
｡
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
北
奥
大
名
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら

れ
'
徳
川
政
権
下
で
は
共
に
北
方
警
備
の
任
に
就
い
た
こ
と
も
あ
る
両
氏
だ
が
'
そ

の

一
方
で
は
､
日
常
的
な
藩
境
論
争
に
加
え
て
'
文
化

･
文
政
年
間
の
相
馬
大
作
辛

件
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
深
刻
な
乱
蝶
が
存
在
し
た
｡
し
か
し
'
津
軽
氏
も
元
は
南
部

氏
の
被
官
と
し
て
そ
の
支
配
下
に
あ
り
'
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
参
陣
す
る
天
正
十

I;i.I

に
改
め
た
の
は

'
翌
十
九
年

(
一
五
九

一
)
の
九
戸
政
実
の
乱
に
出
兵
す
る
直
前
の

(27)

こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
南
部
氏
か
ら
の
独
立
に
成
功
し
た
津
軽
氏
に
は
'
支
配
の
請

理
を
じ
っ
-
り
と
構
築
す
る
余
裕
は
な
か

っ
た
か
ら
'
そ
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た

め
に
は
て
っ
と
り
ば
や
-
既
成
の
権
威
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
津
軽

氏
は
京
の
近
衛
家
に
近
づ
き
'
為
信
の
祖
父
政
信
が
近
衛
尚
通
の
猶
子
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
し
て
藤
原
姓
を
得
て
い
る
が
'
こ
の
時
'
近
衛
家
の
家
紋
で
あ
る

｢杏

葉
牡
丹
｣
を
自
家
の
紋
と
し
て
取
-
こ
ん
で
い
る
｡
『津
軽

一
統
志
』
に
よ
れ
ば
､

そ
れ
は

｢当
家
遠
慮
在
し
け
る
処
'
向
後
相
用
ふ
へ
き
旨
ひ
た
す
ら
の
仰
に
よ
り
て

共
時
よ
-
し
て
桔
梗
の
紋
を
今
の
牡
丹
の
丸
に
改
め
｣
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

義
一

が
'
実
質
は
経
済
的
な
援
助
を
行
う
見
返
-
と
し
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

後
に
徳
川
幕
府
が
行

っ
た

『寛
永
諸
家
系
図
伝
』
や

『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な
ど
の
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(空

系
図
整
備
事
業
の
際
に
は
'
近
衛
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
疑
問
を
提
示
さ
れ
'
対

処
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
が
'
津
軽
氏
に
と

っ
て
出
自
の
整
備
は
'
そ
の
よ
う
な

煩
雑
さ
を
圧
し
て
ま
で
も
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
作
業
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

為
信
が
杏
葉
牡
丹
紋
を
得
た
こ
と
は
'
津
軽
氏
に
よ

っ
て
領
地
を
纂
奪
さ
れ
た
と

主
張
し
て
い
た
南
部
氏
に
と

っ
て
'
大
き
な
衝
撃
で
あ

っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

『南
旧
秘
事
記
附
録
』
に
は
'
南
部
信
直
が
小
田
原
に
い
る
秀
吉

へ
挨
拶
に
向
か
う

途
次
'
津
軽
氏
の

一
団
が
鞍
寝
な
ど
に
杏
葉
の
金
紋
を
付
け
て
い
る
の
を
見
て
憤
慨

I;

す
る
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
語
り
口
は
激
し
く

｢為
信
上
京
し
近
衛
家
に
追

従
｣
と
論
難
に
及
ぶ
の
だ
が
'
こ
の
時
点
で
は
す
で
に
秀
吉
の
惣
無
事
令
が
布
令
さ

:I:

れ
て
私
戦
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
'
｢鉾
刃
を
犯
さ
ば
'
秀
吉
の
憎
み
を
可
講
｣

(南
旧

秘
事
記
附
録
)
と

い
う
状
況
の
も
と
で
は
津
軽
氏
と
の
戦
闘
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
か
ら
'
こ
の
記
述
は
'
北
奥
大
名
南
部
氏
の
心
境
を
赤
裸
々
に
語
る
も
の
と

し
て
も
興
味
深

い
｡

後
に
津
軽
氏
は
'
摂
家
を
は
ば
か

っ
て
九
枚
葉
か
ら
二
枚
を
減
じ
'
七
枚
葉
の
杏

葉
牡
丹
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
と
吹
聴
す
る
が
'
そ
の
論
法
は
ま
さ
し
-
双
鶴
紋
伝

承
の
掩
用
に
は
か
な
ら
ず
'
対
立
関
係
に
あ
る
南
部
氏
と
津
軽
氏
が
'
系
譜
的
に
は

か
え

っ
て
密
接
な
つ
な
が
り
に
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
｡

枠
組
を
持
た
ず
'
政
権
担
当
者
の
個
人
的
力
量
と
窓
意
に
左
右
さ
れ
が
ち
だ

っ
た
し
'

室
町
幕
府
の
場
合
は
実
質
的
な
守
護
大
名
の
連
立
政
権
の
様
相
を
ロ王
し
て
い
た
た
め
'

政
権
の
動
向
そ
れ
自
体
が
不
安
定
で
あ

っ
た
｡
政
治
秩
序
の
崩
壊
は
そ
の
ま
ま
社
会

秩
序
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
'
双
鶴
紋
伝
承
が
葛
西
氏
の
三
つ
葉
柏
紋
伝
承
と
の

共
通
性
を
色
濃
-
持
ち
'
津
軽
氏
の
万
字
紋
伝
承
が
双
鶴
紋
伝
承
の
変
型
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
｡
こ
れ
に
加
え
て
'
『聞
老
遺
事
』
に
出
て
-
る
双
鶴
紋
伝
承
の
中

に

｢登
米
城
主
葛
西
伯
看
守
持
信
援
来
ル
｣
と
葛
西
氏
の
名
前
を
入
れ
た
部
分
が
あ

閥
E

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
先
に
挙
げ
た

『葛
西
真
記
録
』
の
三
つ
葉
柏
伝
承
が

双
鶴
紋
伝
承
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ゆ
え
に
'
秋
田
安
東
氏
と
の
合
戦
が
行
わ
れ
た
応
永
十
八
年

(
1
四

二

)
に
双

鶴
紋
の
起
点
を
お
-
請
書
の
記
述
は
省
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
双
鶴
紋
の
成
立

時
期
も
'
諸
大
名
が
支
配
の
正
統
性
を
確
立
す
べ
-
奔
走
し
て
い
た
戦
国
末
期
ま
で

下
げ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
｡

双
鶴
紋
伝
承
は
多
く
の
啓
蒙
書
に
採
ら
れ
て
い
な
が
ら
'
そ
の
内
容
が
諸
系
図
の

記
述
の
範
圃
を
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
こ
と
に
は
'
少
な
か
ら
ず
不
満
を
覚
え
る
｡

伝
承
そ
れ
自
体
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
'
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
見

つ
め
直

す
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
｡

1 10

お
わ
り
に

中
世
鎌
倉
期
か
ら
室
町
前
期
に
か
け
て
'
社
会
を
支
え
る
骨
組
み
は
幕
府
を
頂
点

と
す
る
封
建
秩
序
で
あ
り
'
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
古
代
的
権
威
で
あ

っ
た
｡
し
か

し
'
鎌
倉
幕
府
の
運
営
は
後
代
の
徳
川
氏
が
造
り
上
げ
た
ご
と
き
強
固
な
官
僚
制
的

注(-
)現
存
す
る

『天
正
記
』

の
写
本
は
八
巻
で
'
『惟
任
謀
反
記
』

『関
白
任
官

記
』
を
含
む
｡
本
稿
で
は
戦
国
史
料
叢
書

Ⅰ
｢太
閤
資
料
集
｣

(人
物
往
来
社
'

昭
和
四

〇
年
)
所
収
の
も
の
を
参
考
に
し
た
｡



(2
)盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵

｢
三
戸
御
古
城
之
図
｣
｡

(3
)南
部
氏
の
呼
称
は
取
り
上
げ
る
人
物
や
時
代
に
よ
り
､
中
世
に
お
い
て
は
三
戸

南
部

･
根
城
南
部

･
遠
野
南
部
､
近
世
に
入

っ
て
か
ら
は
盛
岡
南
部

･
八
戸
南

部
と
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
嫡
家
筋
に
あ
た
る
と
い
う

意
味
で

｢
三
戸
南
部
｣
､
支
族
の
意
で

｢根
城
南
部
｣
と
い
う
呼
称
を
用
い
て

い
る
｡
な
お
､
根
城
南
部
氏
は
室
町
期
に
三
戸
南
部
氏
の
意
向
で
遠
野

(現
岩

手
県
遠
野
市
)
に
移
り

｢遠
野
南
部
｣
と
呼
ば
れ
た
時
期
が
あ
る
｡
ま
た

｢盛

岡
南
部
｣
｢
八
戸
南
部
｣
の
称
は
､
寛
文
四
年

(
一
六
六
E
])
の
南
部
重
直
の

死
に
よ
っ
て
継
嗣
問
題
が
起
こ
っ
た
際
､
南
部
重
信
に
盛
岡
で
八
万
石
､
南
部

直
房
に
八
戸
で
二
万
石
を
与
え
る
旨
の
幕
府
裁
定
を
得
た
以
後
の
も
の
で
あ
る
｡

(4
)
『吾
妻
鑑
』

第
九
､
文
治
五
年

(
二

八
九
)
六
月
の
条
｡

(5
)小
井
田
幸
哉

『八
戸
根
城
と
南
部
家
文
書
』
(昭
和
六

lL
年
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(6
)吉
野
朝
史
蹟
調
査
会
編

『南
部
家
文
書
』
(昭
和

一
四
年
)
所
収
｡

(7
)新
渡
戸
文
書
｡
『岩
手
県
中
世
文
書
』
上
巻

(岩
手
県
教
育
委
員
会
編
､
昭
和

三
五
年
)
所
収
｡
な
お
'
津
軽
地
域
の
得
宗
領
に
お
け
る
曽
我
氏
の
動
向
に
つ

い
て
は
小
口
雅
史

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

八
九
号
'
平
成
二
年
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(8
)宇
都
宮
文
書
｡
『岩
手
県
中
世
文
書
』
中
巻

(岩
手
史
学
会
'
昭
和
三
八
年
)

所

収

｡

(9
)例
え
ば
'
興
国
六
年
三
月
甘
七
日
付

(興
国
は
南
朝
年
号
､

二
二
四
五
年
)
の

北
畠
顕
信
宛
行
状
に
は
海
老
名
小
太
郎
源
に
通
賀
路
田
舎
郡
安
庶
子

(津
軽
田

舎
郡
浅
瀬
石
)
で
地
頭
職
を
与
え
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
-
､
南
北
朝
動
乱
期
に

北
畠
氏
が
北
奥
に
お
け
る
任
官
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
『岩

手
県
中
世
文
書
』
上
巻
'
二

一
二
号
文
書
｡

(10
)
『岩
手
県
中
世
文
書
』

中
巻
所
収
｡
な
お
'
こ
の
書
に
つ
い
て
は
佐
々
木
慶
市

氏
が

｢奥
州
留
守
家
旧
記
｣
と
呼
ぶ
べ
き
旨
を
提
唱
し
て
い
る
が
'
本
稿
で
は

と
り
あ
え
ず
従
来
の
呼
称
に
し
た
が
っ
た
｡

詳
細
は
同
氏

『中
世
東
北
の
武
士

団
』

(名
著
出
版
'
平
成
元
年
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(11
)
『岩
手
県
中
世
文
書
』
中
巻
､
解
説
｡

照
の
こ
と

｡

(13
)
南
部
六
郎
は
南
部
政
長
の
こ
と
｡
『岩
手
県
中
世
文
書
』
上
巻
､

一
八
五
号
文

書
な
ど
｡

(14
)
『内
史
略
』
后
六
お
よ
び
十

(岩
手
史
叢
第
四
巻
)
｡

(15
)

『内
史
略
』
后
七

(岩
手
史
叢
第
四
巻
'
四

〇
四
頁
)
｢利
雄
公
御
代
宝
暦
三

突
酉
年
よ
り
同
八
戊
寅
年
迄
被
仰
出
書
大
凡
｣
の
項
｡

(16
)
巻
之

l
｡
『内
史
略
』
前
十
三

(岩
手
史
叢
第
二
巻
､

l
七

〇
頁
)
.

(17
)吉
野
朝
史
蹟
調
査
会
編

『南
部
家
文
書
』
所
収
｡

(18
)
『三
翁
昔
語
』
以
下
の
三
吉
は

『南
部
叢
書
』
所
収
の
も
の
に
依

っ
た
｡

(19
)
巻
之

1
.
『内
史
略
』

前
三

(岩
手
史
叢
第

一
巻
､
二
六

1
頁
)
.

(20
)
『改
定
史
籍
集
覧
』
前
集
'
第
百
五
十
四
｡

(21
)

『新
校
郡
書
類
従
』
18
武
家
部

(二
)
｡

(22
)
『岩
手
県
戦
国
期
文
書
』
Ⅲ

(岩
手
県
文
化
財
愛
護
協
会
'
昭
和
六
二
年
)
所

収
｡

(23
)
巻
之
十
五
前
､
『内
史
略
』
前
十
五

(岩
手
史
叢
第
二
巻
､
二
六
三
頁
以
降
)
｡

(24
)岩
手
大
学
蔵

･
猪
同
文
書
｡
『岩
手
県
戦
国
期
文
書
』
Ⅲ
､
二
三
号
文
書
｡

l ill



(25
)巻
第
二

｢岩
木
山
御
示
現
附
畳
字
錫
杖
之
事
｣
の
項
｡
な
お
本
稿
の
執
筆
段
階

で
､
新
編
青
森
県
叢
書
版
は
誤
字

･
脱
字
が
甚
だ
し
-
'
現
存
最
古
の
写
本
で

あ
る
明
和
三
年
本

(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
に
あ
た
る
べ
き
旨
､
長
谷
川
成

一

氏
よ
り
示
唆
を
得
た
｡
記
し
て
感
謝
し
た
い
｡

(26
)
(27
)例
え
ば
大
日
本
古
文
書

『伊
達
家
文
書
』
所
収
の
天
正
十
八
年
十
二
月
二

十
九
日
付
河
島
重
次
書
状
で
は
為
信
を

｢南
部
右
京
亮
｣
と
表
記
し
て
い
る
が
､

天
正
十
九
年
六
月
廿
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
で
は

｢津
軽
右
京
亮
｣
の
宛
名
に

な
っ
て
い
る
｡
な
お
､
詳
細
に
つ
い
て
は

『津
軽
藩
初
期
文
書
集
成
』
(弘
前

市
教
育
委
員
会
､
昭
和
六
三
年
)
所
収
の
長
谷
川
成

一
論
文

｢津
軽
為
信
論
｣

を
参
照
の
こ
と
｡

(28
)巻
第
六
｡

(29
)寛
永
十
八
年

(
一
六
四

一
)
の
近
衛
信
尋
宛
津
軽
信
義
書
状
に
は
､
津
軽
氏
の

氏
姓
が
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と
の
保
証
を
求
め
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点

に
つ
い
て
は

『地
方
別
日
本
の
名
族

一
』
(新
人
物
往
来
社
､
平
成
元
年
)

の
津
軽
氏
の
項
を
参
照
の
こ
と
｡

(30
)巻
之
二
｡
『内
史
略
』
前
三

(岩
手
史
叢
第

一
巻
､

一
四
九
頁
以
下
)
｡

(31
)注
(30
)
の
年
紀
は
天
正
十
八
年
で
､
従
来
は
こ
の
年
が
惣
無
事
令
の
発
令
年
と

さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
'
藤
木
久
志
氏
が

『豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
(東

大
出
版
会
'
昭
和
六
〇
年
)
の
中
で
発
令
年
は
同
十
五
年
十
二
月
で
あ
る
旨
を

指
摘
し
て
以
来
､
こ
の
方
面
の
研
究
は

一
層
の
深
化
を
見
せ
て
い
る
｡
粟
野
倭

之
氏
の

『東
国

｢惣
無
事
令
』
の
基
礎
過
程
』
に
よ
れ
ば
､
さ
ら
に
天
正
十
四

年
十
二
月
前
後
ま
で
遡
-
得
る
と
い
う

(永
原
慶
二
編

『大
名
領
国
を
歩
-
』

所
収
､
吉
川
弘
文
館
､
平
成
五
年
)
｡
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
の
で
こ
れ
以

上
の
言
及
は
避
け
る
が
'
こ
の
時
期
に
お
け
る
南
部
氏
と
津
軽
氏
の
抗
争
過
程

を
跡
づ
け
る
作
業
に
お
い
て
問
題
意
識
を
換
起
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
-
､
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
｡

(32
)
『南
部
叢
書
』
第
二
巻
､
三
五
六
頁
｡

(は
ん
だ

･
し
ん

青
森
県
立
郷
土
館
研
究
員
)


