
近
世
東
北
大
名
の
自
己
認
識

-

北
奥
と
南
奥
の
比
較
か
ら
-

長
谷
川
成

一
122

は
じ
め
に

て
んし
よ
う

ひ

も
と
し

お
き

東
北
地
方
の
各
近
世
大
名
は
､
天
正

一
八
年

二

五
九
〇
)
の
豊
臣
政
権
に
よ
る
奥
羽
日

の
本

仕

置

に
よ
っ
て

統

一
政
権
に
組
み
込
ま
れ
､
約
二
七

〇
年
間
存
続
し
た
幕
藩
体
制
下
に
あ

っ
て
は
､
江
戸
幕
府
か
ら
領
知
を
安
堵

さ
れ
､
中
世
と
は
異
な
る
政
治
支
配
を
領
内
に
敷
い
て
､
新
た
な
社
会
秩
序
を
構
築
し
た
｡
各
藩
領
で
は
経
済
的

に
も
ま
た
文
化
的
に
も
個
性
あ
る
地
域
形
成
が
な
さ
れ
た
結
果
､
多
様
な
地
域
社
会
が
形
づ
-
ら
れ
､
そ
れ
は
現

在
に
も
つ
な
が
る
､
豊
か
で
多
彩
な
東
北
像
の
原
型
を
創
造
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
言
え
よ
う
｡



こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
総
体
と
し
て
の
東
北
像
は
各
地
域
の
集
積
体
で
も
あ
り
､
そ
こ
で
は
各
種
の
交
流
を
通
じ

て
独
自
性
が
培
わ
れ
､
し
か
も
そ
れ
ら
の
地
域
は
お
お
む
ね
藩
領
を
基
本
と
し
て
形
成
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
｡

右
の
よ
う
な
固
有
の
地
域
像
は
､
支
配
の
在
り
方
や
領
内
経
済
の
展
開
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
絡
み
あ
っ
て

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
支
配
を
担
う
領
主
層
も
､
安
堵
さ
れ
た
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
支
配
の
正
当
性
と
正

統
性
に
基
づ
-
藩
体
制
を
樹
立
し
た
｡
大
名
領
主
が
地
域
の
特
性
に
即
し
て
､
い
か
に
自
己
を
規
定
し
､
い
か
な

る
自
己
認
識
に
基
づ
い
て
領
内
支
配
に
臨
み
､
ま
た
幕
藩
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
､
そ
の
点
を
本
稿
で
は

明
確
に
し
て
ゆ
き
た
い
｡

具
体
的
に
は
､
近
世
の
東
北
地
方
に
お
い
て
､
地
理
的
に
も
ま
た
大
名
の
家
格
に
あ

っ
て
も
両
極
に
あ
る
津
軽

は
しな

氏
と
保
科
氏
を
取
り
上
げ
て
､
両
者
の
自
己
認
識
の
在
り
方
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
周
知
の
ご
と
-
､

ぷ
ん

か

津
軽
氏
は
津
軽
領
を
支
配
す
る
外
様
大
名
で
あ
り
､
当
初
の
表
高
は
四
万
七

〇
〇
〇
石
､
の
ち
文

化

五
年

(
一
八

〇
八
)
に
高
直
り
し
て

一
〇
万
石
､
城
下
町
の
弘
前
は
東
北
地
方
の
北
端
に
位
置
す
る
｡
か
た
や
保
科
氏
は
､
会

ご

か
も
ん

ま
さ
ゆき

津
若
松
領
を
支
配
す
る
御

家

門

大
名
で
あ
り
､
藩
祖
保
科
正

之

は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
異
母
弟
に
あ
た
り
､
二

三
万
石
を
領
有
し
､
城
下
町
の
会
津
若
松
は
東
北
地
方
の
南
端
に
位
置
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
幕
藩
体
制
下
に
あ

っ

て
､
両
大
名
は
自
ら
を
い
か
な
る
存
在
と
し
て
認
識
し
､
か
つ
ま
た
幕
藩
体
制
下
の
役
割
を
い
か
な
る
と
こ
ろ
に

求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
換
言
す
れ
ば
､
い
か
な
る
自
己
認
識
の
も
と
に
領
内
統
治
を
実
施
し
ょ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
｡

も
と
よ
り
大
名
の
自
己
認
識
と
領
民
､
民
衆
の
そ
れ
が
必
ず
し
も
同

一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
地
付
き
大
名

で
あ

っ
て
も
､
幕
府
と
の
関
係
や
隣
藩
と
の
確
執
か
ら
､
本
来
は
民
衆
レ
ベ
ル
と
同

一
の
も
の
で
あ

っ
た
の
が
､
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次
第
に
変
更
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
ま
し
て
新
た
な
支
配
者
と
し
て
他
地
方
か
ら
東
北
地
方

124

い
ほネノ

へ
移
封
し
て
き
た
大
名
に
至

っ
て
は
､
領
民
と
そ
れ
が
全
-
相
違
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
に
自
己
認

識
の
問
題
を
扱
う
難
し
さ
が
存
在
す
る
が
､
本
稿
で
は
､
大
名
の
レ
ベ
ル
に
限
定
し
て
支
配
の
論
理
と
支
配
の
正

当
性

･
正
統
性
を
彼
ら
が
い
か
に
し
て
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
､
そ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て

い
る
｡

北
奥
大
名
津
軽
氏
の
自
己
認
識
の
形
成
過
程
-

自
己
認
識
の
原
初
的
形
成
-

本
章
で
は
､
北
奥
大
名
津
軽
氏
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
､
各
段
階
を
経
過
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
-
過
程
を
通
じ

か
んぶ
ん

て
､
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
-
こ
と
に
し
た
い
｡
寛
文
九
年

二

六
六
九
)
の
蝦
夷
蜂
起

へ
の
出
兵
を
契

さ
よう
ほう

機
と
し
て
明
確
化
し
､
そ
し
て
享
保
期
に
編
纂
さ
れ
た
弘
前
藩
の
官
撰
史
書

｢津
軽

一
統
志
｣
を
代
表
と
す
る
各

史
書
に
見
え
る
同
藩
の
自
己
認
識
の
在
り
方
を
'
地
域
的
な
規
定
性
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
て
､
そ
の
特
徴

を
明
ら
か
に
し
よ
う
｡

近
世
初
頭
の
津
軽
氏
と
北
方
世
界

津
軽
氏
が
､
い
つ
､
ど
こ
に
お
い
て

一
族
を
起
こ
し
､
津
軽
為
信
の
代
に
至

っ
た
の
か
｡
藩
祖
為
信
に
到
達
す

る
同
氏
の
経
緯
､
ま
た
為
信

一
代
の
詳
細
な
事
跡
す
ら
､
確
実
な
材
料
で
確
定
す
る
こ
と
は
､
史
料
の
残
存
状
況

や
研
究
の
蓄
積
か
ら
し
て
容
易
で
は
な
い
｡
為
信
以
前
の
津
軽
氏
の
出
自
に
関
す
る
諸
説
を
記
し
た
家
譜
家
系
の



内
容
は
'
ほ
か
の
大
名
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
記
録
し
て
い
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な

い
｡
し
か
し
あ
る
意
味
で
は
荒
唐
無
稽
と
も
み
な
さ
れ
る
家
譜
家
系
の
中
に
記
さ
れ
た
内
容
は
'
自
己
を
い
か
に

認
識
し
た
か
'
あ
る
い
は
自
己
の
存
在
を
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
か
を
探
る
上
で
､
有
益
な
情
報
を

提
供
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
｡
た
だ
し
そ
れ
は
内
か
ら
芽
生
え
た
自
己
認
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
外
か
ら
同

氏
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
'
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
り
'
外
の
目
か
ら
津
軽
氏
の
出
自
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
史
料
を
第

一
に
紹
介
し
よ
う
｡

あじが
さ
わ

7
八
世
紀
の
中
頃
､
津
軽

へ
来
訪
し
､
鯵

ヶ

沢

(現
青
森
県
西
津
軽
郡
鯵
ヶ
沢
町
)
に
滞
在
し
て
領
内
で
広
-
商

売
を
し
た
上
方
の
商
人
が
見
聞
し
た
事
柄
を
ま
と
め
た
旅
行
記
が
あ
る
｡
｢津
軽
見
聞
記
｣
(市
立
函
館
図
書
館
蔵
)

お
おはま

ごう
し

で
あ
る
｡
同
見
聞
記
の
冒
頭
に
'
領
主
津
軽
氏
の
先
祖
は
｢
大

浜

と
い
ふ
所
の
郷

士

｣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
注

あ
ぷら
かわ

か
んえ
い

目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
｡
大
浜
と
は
'
現
在
の
青
森
市
油

川

の

古
い
地
名
で
あ
り
'
寛

永

初
年
に
青
森
が
開
港
さ

れ
る
ま
で
は
陸
奥
湾
に
面
し
た
中
世
以
来
の
有
力
な
湊
で
あ
っ
た
｡
加
え
て
､
大
浜
は
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け

お
-'i'いど
う

そと
が
はま

て
奥
州
に
お
け
る
交
通
の
大
動
脈
で
あ
っ
た
｢
奥

大

道

｣

の
終
点
に
位
置
し
､大
浜
が
所
在
す
る
外
浜
か
ら
蝦
夷

し
んら
の
き
ろく

え
いろく

島

へ
渡
海
す
る
湊
と
し
て
繁
栄
し
た
｡
ち
な
み
に
｢
新

羅

之

記

録

｣

(北
海
道
立
文
書
館
蔵
)
に
よ
れ
ば
'
永

禄

三

かきぎ
さ
よし
ひろ

さ
たば
たけ
あ
き
よ
し

年

(
一
五
六
〇
)
蝦
夷
島
の
蛎

崎

慶

広

は
'
浪
岡
御
所
の

北

島

顕

慶

(具
運
)
へ
拝
謁
し
て
､
松
前
渡
海
の
船
着

う
し
おが
た

う
し
ろが
た

き
場
と
し
て
'
｢潮
潟
野
田
玉
川
村
｣
を
拝
領
し
た
と
い
う
｡
｢
潮

潟

｣

と
は
､
現
在
の
青
森
市
後

潟

の

近
辺
を

しり
はち'L,て

指
し
､
そ
こ
に
は
有
名
な
尻

八

館

の
中
世
城
館
が
所
在
す
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
地
域

1
帯
は
蝦
夷
島
と
外
浜
と
の

交
易
地
と
し
て
'
中
世
に
お
い
て
も
有
力
な
位
置
を
占
め
て
い
た
｡

け
いち
よJフ

慶

長

元
年

二

五
九
六
)
〓

l月
三
日
付
の

｢
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
｣
(Fキ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第
二
三
輯
'
吉
川
弘
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文
館
､
一
九
八
〇
年
所
収
)
に
よ
れ
ば
､
蝦
夷
人
は
魚
類

･
皮
革

･
海
草
な
ど
を
津
軽

へ
売
り
に
来
て
､
津
軽
か

126

ら
は
武
器
や
布
類
､
食
料
を
購
入
し
て
い
-
と
の
記
事
が
あ
り
､
蝦
夷
島
と
津
軽
と
の
交
易
を
中
心
と
し
た
交
流と

は
､
こ
の
よ
う
に
途
切
れ
る
こ
と
な
-
続
い
た
｡
近
年
､
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
も
検
証
さ
れ
た
よ
う
に
､
中
世
十

さ
みなと

三

湊

が

一
五
世
紀
後
半
に
急
速
に
衰
微
し
た

(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告

青
森
県
十
三
湊
遺
跡

･
福
島
城

の
研
究
』
第
六
四
集
､
一
九
九
五
年
)
の
に
対
し
､
大
浜
を
含
む

〓
ハ
世
紀
の
外
浜

一
帯
は
､
北
奥
で
も
最
有
力
な

蝦
夷
島
と
の
交
易
地
帯
で
あ
っ
た
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
津
軽
氏
の
先
祖
が
大
浜
の
郷
土
で
あ
っ
た

と
い
う
伝
承
は
､
蝦
夷
島
､
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
に
同
氏
が
深
-
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
｡

ア
イ
ヌ
民
族
と
の
蝿
烈
な
掃
討
戦

津
軽
為
信
が
天
正

二
二
年

(
一
五
八
五
)
に
､
油
川
の
南
部
氏
代
官
奥
瀬
善
九
郎
を
油
川
城
か
ら
駆
逐
し
て
､

外
浜

一
帯
を

｢平
均
｣
し
た
と
す
る

｢津
軽

一
統
志
｣
巻
第
四

(本
稿
で
は
､
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
本

を
使
用
す
る
)
の
記
述
は
､
看
過
で
き
な
い
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
油
川
城
を
攻
略
す
れ
ば
､
外

浜

1
帯
を
領
有
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
､
油
川
-
大
浜
が
同
地
帯
に
お
い
て
そ
れ
だ
け
重
要
性
を
持

っ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡
為
信
に
と
っ
て
油
川
城
攻
略
は
､
蝦
夷
島
､
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
権
を
独
占
す
る
こ

と
を
意
味
し
､
北
方
世
界
と
津
軽
氏
と
の
交
流
が
旺
盛
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
｡

筆
者
は
か
つ
て
津
軽
為
信
の
津
軽
掌
握
に
と
っ
て
､
領
内
の
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
戦
い
が
南
部
氏
と
の
領
地
の

｢取
り
合
｣
い
に
匹
敵
す
る
重
大
な
歴
史
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
､
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る

(拙

稿

｢本
州
北
端
に
お
け
る
近
世
城
下
町
の
成
立
｣
『海
峡
を
つ
な
ぐ
日
本
史
』
三
省
堂
､

7
九
九
三
年
)｡
天
正
九
年
､
秋



は
な
わ

あ
れ

の
西
浜
蜂
起
に
代
表
さ
れ
る
､
津
軽
鼻

和

郡
の

｢蝦
夷
荒

｣

と
称
さ
れ
た

一
連
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
蜂
起
は
為
信
の

領
内
掌
握
･に
対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
職
烈
を
き
わ
め
た
｡
な
か
で
も
十
三
湊

へ
通
じ
る
岩
木
川
中
下
流

域
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
掃
討
戦
は
､
津
軽
氏
が
岩
木
川
舟
運
を
通
じ
て
日
本
海
交
易
体
制
に
参
加
す
る
た
め
に
は
不

可
欠
で
あ

っ
た
｡
官
撰
史
書
の

｢津
軽

一
統
志
｣
や

｢津
軽
編
覧
日
記
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)､
家
臣
団
の
由

緒
書

(国
立
史
料
館
蔵
津
軽
家
文
書
)
な
ど
に
み
え
る
為
信
の
津
軽
掌
握
の
過
程
は
､
南
部
氏
と
の
抗
争
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
､
領
内
異
民
族
と
の
戦
い
が
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
我
々
に
想
定
さ
せ
る
｡

ゆう
か
い

慶
長

一
一
年

(
一
六
〇
六
)
九
月
､
京
都
愛
宕
山
教
学
院
祐
海
が
為
信

へ
献
じ
た
書
牒

(同
前
)
に
は
､
同
人

の
武
勇
を
讃
え
て
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
｡
原
文
は
漢
文
で
あ
る
が
､
現
代
文
に
書
き
改
め
､

一
部
省
略
し

た
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

為
信
公
は
百
戦
百
勝
､
近
隣
に
武
威
を
大
い
に
振
る
い
､
異
域

･
遠
島
に
公

(為
信
)
の
勇
猛
を
畏
れ
ざ
る

は
な
い
ほ
ど
で
あ

っ
た
｡
他
邦
を
割
き
取
り
隣
国
を
呑
み
､
初
祖
の
始
封
の
国
邑
を
昔
日
の
一
〇
倍
に
拡
張

し
た
O
公
の
忠
孝
を
讃
え
て

｢藤
｣
の
1
字
が
下
賜
さ
れ
､
藤
原
氏
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
栄
に
浴
し

た
｡
さ
ら
に
北
敵
を
塞
ぎ
､
戦
場
に
お
い
て
武
勇
の
名
を
高
め
､
当
世
に
お
い
て
衆
は
皆
帰
服
す
る
こ
と
に

な
っ
た
｡

近世東北大名の自己認識

こ
こ
に
見
え
る
為
信
の
評
価
は
､
同
時
代
の
人
物
が
恐
ら
-
直
接
見
聞
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
記
述
し
て
い
る

だ
け
に
迫
真
性
が
あ
る
｡
藤
原
姓
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
､
武
勇
は

｢異
域

･
遠
島
｣
に
鳴
り
響
い
た
こ
と
､
な
か
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ん
ず
-
北
敵
を
塞
い
だ
こ
と
な
ど
の
記
述
が
注
目
さ
れ
よ
う
｡
南
部
氏
と
の

｢取
り
合
｣
い
戦
争
に
つ
い
て
は
格

は-て_I

別
の
言
及
は
見
え
な
い
が
､
為
信
は
北
敵

(北
秋
に
通
じ
る
)
と
戦
い
'
中
世
以
来
､
北
方
地
域
を
象
徴
す
る
言

葉
と
し
て
通
用
し
た
異
域
-
外
浜

･
蝦
夷
島

一
帯
を
指
す
t
へ
武
名
が
と
ど
ろ
い
た
と
あ
る
｡
北
敵
-
北
秋
=
ア

イ
ヌ
民
族
と
い
う
図
式
に
は
､
あ
る
程
度
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
点
も
あ
る
が
､
先
述
の
津
軽
氏
に
よ
る
津

軽
掌
握
戦
争
が
実
は
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
職
烈
な
掃
討
戦
に
他
な
ら
な
か
っ
た
状
況
を
勘
案
す
る
と
､
首
肯
可
能
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

中
世
末
か
ら
近
世
の
初
頭
に
か
け
て
の
日
本
列
島
北
方
世
界
の
動
向
に
､
津
軽
氏
が
深
-
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
右
の
史
料
幕
は
提
示
し
て
い
よ
う
.
祐
海
の
書
牒
に

｢智
仁
謀
略
之
臣
｣
と
表
現
さ
れ
､
国
内
に
武
名
が
と
ど

ろ
-
の
で
は
な
-
､
国
家
の
枠
組
み
を
外
れ
た

｢異
域

･
遠
島
｣
へ
武
勇
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
､
津
軽
氏
の
自
己

存
在
は
絶
え
ず
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
そ
し
て
北
方
世
界
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
を
通
じ
て
､
成
立
期

津
軽
氏
の
原
初
的
な
自
己
認
識
の
基
底
が
形
成
さ
れ
､
そ
れ
が
近
世
を
通
じ
て
､
弘
前
藩
の
藩
政
の
枠
組
み
を
各

場
面
で
規
定
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

128

弘
前
藩
四
代
藩
主
津
軽
信
政
に
至
る
自
己
認
識

前
記
慶
長

一
一
年

(
〓
ハ
〇
六
)
の
祐
海
書
牒
に
見
え
る
よ
う
に
､
津
軽
氏
が
本
姓
を
藤
原
と
し
た
こ
と
は
､

為
信
の
戦
功
に
対
す
る
褒
賞
の
結
果
で
あ
っ
て
､
本
来
の
姓
が
藤
原
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
よ
う
｡

-
ぜ
んあ
ん

慶
長
五
年
正
月
二
七
日
の
津
軽
為
信
任
右
京
大
夫
口

宣

案

(国
立
史
料
館
蔵
津
軽
家
文
書
)
に
､
｢藤
原
為
信
｣
とのぶ

記
さ
れ
て
初
め
て
朝
廷
か
ら
藤
原
姓
が
正
式
に
認
可
さ
れ
た
｡
翌
慶
長
六
年
五
月

一
一
日
に
は
､
子
息
の
津
軽
信



ひ
ら

枚

が
従
五
位
下
任
越
中
守
口
宣
案

(同
前
)
を
拝
領
し
て
い
て
､
そ
れ
に
も

｢藤
原
信
枚
｣
と
記
載
さ
れ
て
い
るの

ぶ

の
で
､
津
軽
氏
の
本
姓
が
藤
原
と
し
て
確
定
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
ま
た
慶
長
九
年
､
為
信
の
長
子
津
軽
信

たけ

と
こしな
い

が
んき
さ
ん

建

が
津
軽
領
十

腰

内

の
巌

鬼

山

神
社

へ
奉
納
し
た
鰐
口

(同
神
社
蔵
)
に
､
自
ら
を

｢津
軽
惣
領
主
宮
内
大
輔
藤

原
臣
信
建
｣
と
刻
銘
し
た
の
も
､
津
軽

一
円
を
支
配
す
る
藤
原
氏
と
し
て
の
自
覚
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
こ
に
近
世
を
通
じ
て
本
姓
は
藤
原
と
す
る
こ
と
が
決
ま
り
､
藩
主
は
公
式
に
藤
原
氏
と
し
て
各
文
書
に
自
署
す

る
こ
と
が
内
外
と
も
に
認
め
ら
れ
た
｡

か
モく

四
代
藩
主
信
政
の
弟
の
可
足
が
津
軽
家
に
伝
わ
る

｢曾
テ
御
家
古
代
ノ
事
実
ヲ
略
記
｣
(下
沢
保
窮

｢津
軽
旧
記

類
引
用
書
目
｣
『弘
前
図
書
館
蔵
郷
土
史
文
献
解
題
』
弘
前
市
立
図
書
館
､
一
九
七
〇
年
)
し
た

｢可
足
権
僧
正
筆
記
｣

(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
'
以
後
､
｢可
足
筆
記
｣
と
略
記
)
は
､

1
七
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
､
津
軽
家

のう
そ

の
家
譜
と
し
て
は
最
も
古
態
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
Q
同
筆
記
に
よ
れ
ば
､
津
軽
家
の
重

視

､
左
衛
門
尉
藤
原

ひで
ひさ

秀

栄

は
平
泉
藤
原
秀
衡
の
弟
で
､
津
軽
の
内
三
郡
を
拝
領
し
て
十
三
湊
に
住
居
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡

入
間
田
宣
夫
氏
に
よ
れ
ば
､
同
筆
記
は
､
み
ち
の
-
の
世
界
に
広
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
集
大
成
の
う
え
に
成

り
立
っ
て
お
り
､
平
泉
伝
説
そ
の
ほ
か
あ
ら
ゆ
る
語
り
物
を
動
員
す
る
こ
と
で
自
家
の
系
譜
を
飾
る
こ
と
し
か
で

き
な
か
っ
た
と
い
う

(同
氏

｢中
世
奥
北
の
自
己
認
識
｣
『北
か
ら
の
日
本
史
』
第
二
集
､
三
省
堂
'
一
九
九
〇
年
)0

聞
-
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
｡

家
系
譜
の
検
討

近
世
後
期
に
同
筆
記
を
詳
細
に
ま
と
め
た

｢前
代
歴
譜
｣
(『新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編

二

古
代
中
世
編
､
弘
前
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もと
みち

市
､

一
九
九
五
年
所
収
)
は
､
安
東
氏
と
の
抗
争
の
過
程
で
､
秀
栄
か
ら
四
代
後
の
藤
原
頼
秀
が
摂
政
近
衛
基
通

の
女
を
要
り
､
藤
原
氏
本
流
と
の
縁
戚
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
､
か
つ
て
の
奥
州
の
覇
者
平
泉
藤
原
氏
と
は
別
の

血
筋
を
津
軽
家
に
入
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
｡
こ
れ
以
後
'
五
代
の
室
は
秋
田
湊
土
崎
城
主
の
女
､
六
代
は
大

崎
城
主
葛
西
氏
の
女
'
七
代
は
不
明
､
八
代
は
南
部
守
行
の
女
､
九
代
は
南
部
光
政
の
女
､

一
〇
代
は
久
慈
景
政

かなぎ
わ
いえ
のぶ

の
女
､

二

代
光
信
は
金

沢

家

信

の
女
と
､
八
代
以
後

1
0
代
ま
で
は
､
南
部
氏
と
の
縁
戚
関
係
の
締
結
を
記
す
O

こ
れ
ら
の
記
述
に
見
え
る
内
容
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
歴
史
事
実
と
は
到
底
み
な
し
え
な
い
事
柄
で
あ
る
｡
た

ほ･フと
-

だ
し

二

代
光
信
の
男
金
沢
家
信
は
､
宝
徳
三
年

(
一
四
五
1
)
三
月

l
八
日
の
任
右
京
亮
口
宣
案

(国
立
史
料

館
蔵
津
軽
家
文
書
)
が
現
存
し
て
お
り
､
実
在
の
人
物
と
想
定
さ
れ
る
が
､
彼
も
南
部
地
方
の
下
久
慈
に
本
領
を

安
堵
さ
れ
た
と
あ
り
'
南
部
氏
の
係
累
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

ま
た
津
軽
信
政
の
自
筆
に
な
る
と
い
う

｢津
軽
家
譜
草
案
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
に
掲
げ
ら
れ
た
系
図
に
は
'

系
譜
の
始
祖
は
金
沢
家
光
で
あ
り
､
家
光
以
降
の
各
人
に
は
氏
姓
が
肩
書
き
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
家

とーフI)

光
-

家
信
-
光
信
-
盛
信
ま
で
は
､
全
員
が
源
氏
｡
政
信
-
為
則
-

守
信
-
為
信
は

｢藤
氏
｣
と
あ
り
'
津
軽
氏

は

〓
ハ
世
紀
前
半
に
源
氏
か
ら
藤
原
氏

へ
氏
姓
を
転
換
し
た
と
す
る
認
識
を
持

っ
て
い
た
｡
周
知
の
ご
と
-
南
部

氏
は
､
南
部
光
行
を
始
祖
と
す
る
甲
斐
源
氏
の
出
自
と
い
う
由
緒
正
し
い
系
譜
を
持
ち
､
津
軽
氏
自
身
も
天
正

叫

七
年

(
一
五
八
九
)

一
二
月
二
四
日
の
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

(国
立
史
料
館
蔵
津
軽
家
文
書
)
に
見
る
よ
う
に
'
為
信

は
南
部
右
京
亮
を
称
し
て
い
る
の
で
'
当
時
の
北
奥

一
帯
を
支
配
し
て
い
た
南
部
氏
の

一
支
流
で
あ
っ
た
こ
と
は

歴
史
的
に
み
て
相
違
な
い
｡
こ
の
時
点
ま
で
津
軽
氏
は
南
部
氏
す
な
わ
ち
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
自
称
し
て
い
た
の

で
あ
る
｡
し
か
し

一
七
世
紀
に
入
り
'
藩
主
自
ら
が
源
氏
か
ら
藤
原
氏

へ
の
転
換
を
系
図
に
書
き
込
み
'
南
部
氏

う0



か
ら
の
津
軽

｢切
り
取
｣
り
と
自
立
の
歴
史
を
為
信
以
前
に
求
め
､
そ
の
意
識
を
明
確
に
示
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

さ
て
近
世
に
入
っ
て
か
ら
､
江
戸
幕
府
の
正
式
家
系
譜
で
あ
る

｢寛
永
諸
家
系
図
伝
｣
で
は
､
光
信
の
あ
と
盛

信
ま
で
の
系
図
を
史
実
と
認
定
せ
ず
､
盛
信
の
子
政
信
か
ら
系
図
を
開
始
し
て
い
る
｡
政
信
-
守
信
-
為
信
三
と

い
う
系
図
に
な
っ
て
お
り
､
政
信
に
つ
い
て
は
､
｢家
伝
に
い
は
-
､
近
衛
後
法
成
寺
尚
通
の
猶
子
と
な
る
､
こ

の
ゆ
へ
に
藤
氏
と
称
す
｡
い
ま
だ
其
実
父
つ
ま
び
ら
か
な
ら
ず
｣
(『寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第

一
〇
､
続
群
書
類
従
完

成
会
､
一
九
八
六
年
)
と
見
え
､
近
世
に
お
い
て
は
平
泉
藤
原
氏
で
は
な
-
､
藤
原
氏
本
流
の
近
衛
家
と
の
縁
戚

を
強
調
す
る
と
こ
ろ
か
ら
､
津
軽
家
の
系
図
は
出
発
し
た
｡
津
軽
家
が
提
出
し
た
政
信
以
前
の
系
譜
を
､
幕
府
は

認
定
し
な
か
っ
た

(拙
稿

｢津
軽
藩
藩
政
文
書
の
基
礎
的
研
究
｣
一
､
『文
経
論
叢
』
第

一
五
巻
第

一
号
､
一
九
八
〇
年
)

こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
｡

近
世
を
通
じ
て
､
｢可
足
筆
記
｣
や

｢前
代
歴
譜
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
､
津
軽
家
の
作
成
し
た
自
家
内
部
で

通
用
す
る
伝
承
と
､
幕
府

へ
提
出
す
る
家
譜
家
系
の
類
は
､
お
の
ず
か
ら
相
違
し
た
の
で
あ
る
｡
同
じ
藤
原
姓
で

あ
っ
て
も
､
平
泉
藤
原
氏
か
ら
藤
原
氏
本
流
の
近
衛
家
の
家
系

へ
の
乗
り
換
え
が
見
ら
れ
た
｡
そ
こ
に
は
京
都
の

最
も
華
麗
か
つ
正
統
性
を
誇
る
血
脈

へ
の
あ
こ
が
れ
が
下
地
に
あ
り
､
自
ら
の
出
自
の
不
鮮
明
な
部
分
を
そ
れ
で

も
っ
て
粉
飾
し
ょ
う
と
し
た
意
識
が
読
み
と
れ
よ
う
｡
前
記

｢津
軽
家
譜
草
稿
｣
に
見
え
る
よ
う
に
､
源
氏
か
ら

藤
原
姓

へ
の
転
換
も
､
権
威
あ
る
最
高
の
貴
種
藤
原
姓

へ
の
新
た
な
転
換
が
､
南
部
氏
か
ら
の
津
軽
の

｢切
り

取
｣
り
と
独
立
の
過
程
を
､
歴
史
的
な
合
理
性
を
も
っ
て
説
明
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
｡
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系
図
道
中

藩
政
期
に
入
り
弘
前
藩
主
の
津
軽
家
が
､
｢系
図
道
中
｣
と
称
し
て
､
自
家
の
系
図
を
京
都
の
近
衛
家

へ
行
列

を
組
ん
で
運
搬
し
､
当
主
よ
り
証
判
を
獲
得
す
る
儀
式
が
､
藩
主
に
と
っ
て
参
勤
交
代
に
匹
敵
す
る
重
要
な
事
業

で
あ
っ
た
O
例
え
ば
､
延
宝
七
年

二

六
七
九
)
か
ら
同
八
年
に
か
け
て
､
四
代
藩
主
信
政
が
関
白
近
衛
基
匪
州
へ

｢家
系
新
写
之
事
｣
す
な
わ
ち
新
た
な
系
図
の
作
製
を
依
頼
し
､
そ
れ
も
基
照
自
筆
に
よ
る
書
き
入
れ
を
要
望
す

る
も
の
で
あ
っ
た

(｢基
駈
州公
記
｣
延
宝
八
年

1
0
月
1
H
､
二
三
日
条
､
『新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
二
､
近
世
編
1
'

ざ
っじ

弘
前
市
､
一
九
九
六
年
所
収
)｡
ま
た
近
衛
家
の
｢
雑

事

日
記
｣
(陽
明
文
庫
蔵
､
『年
報
市
史
ひ
ろ
さ
き
』
四
､
一
九
九

四
年
所
収
､
拙
稿

｢史
料
紹
介
と
解
説

近
衛
家
雑
事
日
記
｣
こ

の
享
保

二

一年
六
月

7
七
日
か
ら
七
月

1
1
1日
に

至
る
各
日
条
に
よ
れ
ば
､
｢津
軽
家
系
図
御
加
筆
之
儀
｣
と
し
て
'
津
軽
家
の
正
式
系
図
へ
藩
主
の
名
前
を
近
衛

家
の
当
主
が
書
き
入
れ
る
儀
式
が
同
家
で
挙
行
さ
れ
た
｡
津
軽
か
ら
京
都

へ
道
中
運
搬
さ
れ
た

｢系
図
之
箱
｣
は
､

近
衛
家
で
も
大
切
に
扱
わ
れ
た
｡
ち
な
み
に
系
図
へ
の
加
筆
御
礼
と
し
て
､
近
衛
家

へ
は
こ
の
た
び
も
前
記
延
宝

八
年
と
同
様
に
､
莫
大
な
礼
金
と
礼
物
が
弘
前
藩
か
ら
贈
呈
さ
れ
た
｡

右
の
手
続
き
な
-
し
て
は
津
軽
家
の
藩
主
と
し
て
､
領
内
統
治
の
正
当
性
も
正
統
性
も
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
｡
領
内
に
残
存
す
る
浪
岡
北
島
氏
の
子
孫
や
､
南
部
氏
の
後
喬
､
北
方
世
界
に
活
躍
し
た
歴
史
上
の

人
物
の
子
孫
と
名
乗
る
血
筋
の
名
家
な
ど
を
凌
駕
す
る
に
は
､
天
皇
家
を
除
-
と
､
国
内
で
最
も
華
麗
な
系
譜
を

誇
り
､
か
つ
燦
然
と
輝
-
近
衛
家
に
つ
な
が
る
こ
と
こ
そ
､
津
軽
家
は
領
内
で
も
抜
き
ん
で
た
血
を
継
承
す
る
支

配
者
た
り
え
た
の
で
あ
り
､
領
内
支
配
に
臨
む
者
と
し
て
不
可
欠
の
資
格
で
も
あ
っ
た
｡

後
年
､
幕
府
か
ら
近
衛
家
と
の
縁
戚
関
係
を
厳
し
-
詮
議
さ
れ
て
も
､
決
し
て
そ
の
関
係
を
否
定
し
な
か
っ
た

1う2
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(拙
稿

｢信
枚
と
信
牧
-
そ
の
名
乗
に
つ
い
て
の
考
察
-
｣
『弘
前
の
文
化
財

津
軽
藩
初
期
文
書
集
成
』
弘
前
市
教
育
委

員
会
､

一
九
八
八
年
所
収
)
の
は
､
否
定
し
て
し
ま
え
ば
､
領
内
統
治
の
正
当
性
と
正
統
性
を
喪
失
す
る
と
い
う

危
機
感
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
､
右
の
い
わ
ば
表
の
系
譜
と

｢可
足
筆

記
｣
な
ど
に
見
ら
れ
る
内
部
で
の
自
家
系
譜
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
き
-
､
幕
府
か
ら
指
摘
さ
れ
て
自
己
矛
盾
に
陥

る
こ
と
も
多
々
あ
り
､
近
世
を
通
じ
て
津
軽
家
は
系
譜
間
是
で
苦
悩
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
こ
こ
に
先
祖
の
歩

み
と
事
績
を
明
確
に
し
て
､
あ
る
程
度
歴
史
的
合
理
性
を
有
し
た
自
家
の
正
統
な
歴
史
を
編
纂
す
る
必
要
性
に
強

-
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

信
政
に
至
る
修
史
事
業
の
動
向

弘
前
藩
の
代
表
的
な
官
撰
史
書
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
､
次
の
三
書
で
あ
ろ
う
｡
享
保
期
に
編
纂
さ
れ
た

｢津

軽

1
統
志
｣､
寛
政
期
の

｢津
軽
編
覧
日
記
｣､
文
化
期
の

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
で
あ
る
O
こ
の
以
前
に
修
史
事
業

の
企
て
が
全
-
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
寛
永
四
年

(
一
六
二
七
)
九
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
､
同
日
､
弘
前
城

本
丸
の
天
守

(現
在
の
天
守
と
異
な
り
､
本
丸
の
南
西
に
位
置
し
た
)
は
､
落
雷
に
よ
る
火
災
で
焼
失
し
､
天
守
に

収
納
し
て
い
た
武
器
類
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
｢古
代
之
記
録

･
諸
士
之
感
状

･
系
図

･
伝
書
｣
ま
で
が
悉
-
灰

燈
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
｡
こ
れ
ら
の
焼
亡
し
た
古
い
記
録
類
や
文
書
類
､
系
図
類
､
伝
書
な
ど
は
､
家
臣

団
か
ら
提
出
さ
せ
た
も
の
で
､
二
代
藩
主
津
軽
信
枚
は
､
古
記
の
蒐
集
と
筆
写
に
余
念
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
､

右
の
動
向
は
原
初
的
な
史
書
編
纂
の
作
業
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
よ
う
｡
し
か
し
翌
五
年
に
信
枚
は

近世東北大名の自己認識1うう



死
去
し
て
お
り
､
史
書
の
成
立
は
日
の
目
を
見
ず
に
終
わ
っ
た
｡

し
か
し
四
代
藩
主
信
政
は
､
右
の
事
業
の
継
続
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
か
､
信
枚
の
時
期
に
蒐
集
し
た
古
記

め
い
れき

録
類
を
､
譜
代
家
臣
を
取
り
立
て
る
の
に
参
考
に
す
る
た
め
江
戸

へ
運
搬
し
た
と
こ
ろ
､
明

暦

三
年

(
一
六
五

七
)
の
江
戸
大
火
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
新
た
な
調
査
と
史
料
の
蒐
集
に
取
り
か
か

り
､
信
政
自
身
が
そ
れ
ら
を

一
〇
冊
に
と
り
ま
と
め
､
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
-
家
臣
団
の
先
祖
の
名
前
や
事
績
を

尋
ね
る
こ
と
を
信
政
は
死
ぬ
ま
で
や
め
な
か
っ
た
と
い
う

(｢封
内
事
実
秘
苑
｣
寛
永
四
年
九
月
五
日
条
)｡
信
政
の

と
り
ま
と
め
た

一
〇
冊
の
著
作
と
は
い
か
な
る
も
の
か
､
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
し
'
他
に
関
係

記
事
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
'
信
政
の
時
期
に
至
っ
て
､
弘
前
藩
で
は
修
史
の
事
業
を
本
格
的
に
構
想
し
た

よ
う
で
あ
る
｡

そ
れ
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
し
て

｢弘
前
藩
庁
日
記

国
日
記
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵

以
後
'
｢国
日
記
｣
と
略

記
)
の
寛
文
四
年

(
一
六
六
四
)
五
月

一
七
日
条
に
よ
れ
ば
'
藩
庁
で
は
領
内
の
各
寺
社
か
ら
縁
起
と
棟
札
を
蒐

こ
が
け

ひ
や-ぎ
わ

集
し
た
こ
と
が
見
え
る
｡
棟
札
は
､
古
懸

､

浪
岡
､
百

沢

の

各
宮
､
縁
起
は
浪
岡
八
幡
宮
､
そ
の
ほ
か

｢御
郡
謂

書
｣､
｢万
蔵
寺
古
目
録
｣
(東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

｢弘
前
城
日
譜
｣
同
日
条
に
よ
れ
ば
､
目
録
で
は
な
く

｢万
蔵

寺
旧
記
｣
と
見
え
書
名
が
若
干
相
違
す
る
)､
｢津
軽
昔
之
由
来
書
｣
､
｢最
明
寺
殿
日
記
｣
(同
じ
-

｢弘
前
城
日
譜
｣

に
よ
れ
ば
､
同
書
は

｢最
明
寺
時
頼
日
記
事
書
｣
と
あ
る
)'
そ
の
ほ
か

｢十
三
物
語
｣
､
領
内
の
棟
札
'
書
籍
を
蒐

集
､
書
写
し
た
と
い
う
｡

し
も
ぎ
わ
や
す
み

右
に
見
え
る
各
書
は
､
現
在
で
は
見
当
た
ら
ず
､
前
出
の
下

沢

保

窮

｢津
軽
旧
記
類
引
用
書
目
｣
は
明
治

一
〇

午

(
一
八
七
七
)
こ
ろ
に

｢津
軽
旧
記
類
｣
な
ど
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
､
津
軽
地
方
の
史
料
を
博
捜
し
た
時
に
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書
き
上
げ
た
史
料
目
録
の
解
題
で
あ
る
が
､
そ
の
中
に
も
該
当
す
る
書
名
は
見
当
た
ら
な
い
｡
別
名
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
､
現
時
点
で
は
不
明
と
し
て
お
き
た
い
｡
た
だ
し
こ
れ
ら
の
書
名
か
ら
察
す
る
に
､
信
政
は
､

た
だ
単
に
古
い
時
期
の
こ
と
が
知
り
た
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
識
で
棟
札
や
古
記
録
類
を
蒐
集
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡

藩
祖
の
事
績
を
顕
彰

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
寛
文
四
年

(
1
六
六
四
)
五
月
二
二
日
条
に
よ
れ
ば
､
古
来
の
重
臣
で
名
門
の
家
柄
を
誇
る

高
屋
豊
前

へ
､
同
家
に
伝
わ
る
津
軽
家
の
事
績
を
記
し
た
史
料
を
基
に

｢歴
代
覚
書
｣
を
編
纂
し
て
献
上
せ
よ
と

命
じ
た
｡
こ
れ
が
､
為
信
以
来
の
津
軽
氏
の
歴
史
を
叙
述
し
た
最
も
古
い
編
纂
物
で
､
別
名
を

｢高
屋
家
記
｣
､

つ
が
る
き

｢
東

日

流

記

｣
と
い
う
｡
こ
の
ほ
か

｢国
日
記
｣
寛
文

〓

1年
八
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
､
二
代
藩
主
津
軽
信
枚
の

ぐ
も
ん

百
沢
求

聞

寺

へ
あ
て
た
願
書
､
法
度
書
の
提
出
を
求
め
て
書
写
さ
せ
､
延
宝
三
年

(
一
六
七
五
)
に
は
､
藩
祖
為

信
の
文
書
を
藩
士
た
ち
か
ら
積
極
的
に
提
出
さ
せ
て
､
同
様
に
書
写
さ
せ
て
い
る

(｢国
日
記
｣
延
宝
三
年
二
月
か

トレよAつき
よ･つ

ら
三
月
に
か
け
て
の
各
日
条
を
参
照
の
こ
と
)｡
加
え
て
貞

享
元
年

(
一
六
八
四
)
六
月
､
京
都
の
糸
屋
助
右
衛
門

はん
も
つ

か
ら
､
慶
長
五
年

(
一
六
〇
〇
)
八
月

一
九
日
の
為
信
宛
徳
川
秀
忠
判

物

を
購
入
す
る

(｢津
軽
編
覧
日
記
｣
貞
享

元
年
六
月
朔
日
条
､
同
判
物
は
現
在
弘
前
市
立
博
物
館
の
所
蔵
)
な
ど
､
史
料
の
蒐
集
に
は
余
念
が
な
か
っ
た
｡

右
の
動
向
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
､
信
政
の
意
図
は
､
ま
ず
第

一
に
中
世
津
軽
地
方
の
動
静
､
な
か
で
も
時
頼
廻

国
伝
説
の
問
題
､
浪
岡
の
北
島
氏
の
歴
史
､
｢十
三
物
語
｣
の
書
名
か
ら
伺
わ
れ
る
よ
う
に
､
前
出
の

｢可
足
筆

記
｣
に
記
さ
れ
た
平
泉
藤
原
氏
を
遠
祖
と
す
る
津
軽
氏
の
草
創
伝
承
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
｡
次
い
で
藩
祖
為
信
が
発
給
し
､
若
し
-
は
統

一
政
権
か
ら
受
領
し
た
文
書
を
蒐
集
し
'
ま
た
家
記
類

を
編
纂
さ
せ
て
'
藩
祖
の
事
績
を
明
確
に
し
て
'
顕
彰
す
る
企
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
謄
写
本

｢津
軽
古
文
書
｣
は
､
為
信
を
は
じ
め
と
す
る
津
軽
家
の
先
祖
が
豊
臣

氏
や
徳
川
将
軍
'
幕
府
老
中
か
ら
拝
領
し
た
重
要
文
書
を
集
成
し
た
史
料
で
あ
る
｡
そ
の
奥
書
に
､
信
政
は
次
の

よ
う
に
書
い
た
｡
宝
永
三
年

(
一
七
〇
六
)
〓

7月
'
こ
の
冊
子
は
津
軽
家
先
祖
の
重
要
文
書
を
集
め
た
も
の
で
'

もと
ひ
ろ

そ
れ
を
関
白
近
衛
基
照
に
目
を
通
し
て
も
ら
い
､
近
衛
家

へ
献
上
し
た
'
と
｡
現
在
'
陽
明
文
庫
に
同
文
書
の
原

本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
｢津
軽
古
文
書
｣
に
は
為
信

･
信
枚

･
信
義

へ
あ
て
た
将
軍
家
の
朱
印
状

･
判
物
が
掲

載
さ
れ
て
い
て
'
右
に
見
え
る
信
政
の
企
図
の
一
端
が
実
現
に
至
っ
て
い
る
状
況
が
判
明
す
る
｡
こ
の
文
書
集
は
'

幕
府
で
は
な
-
近
衛
家

へ
献
上
さ
れ
て
こ
そ
意
義
あ
る
も
の
で
あ
り
'
近
衛
家
の
証
明
が
あ
っ
て
初
め
て
同
家
と

の
歴
史
的
な
関
係
が
保
障
さ
れ
た
｡
そ
れ
は
津
軽
家
の
血
筋
が
'
怪
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
証
と
し
て
不
可

欠
の
証
拠
で
あ
っ
た
｡

ち
な
み
に
弘
前
藩
で
藩
庁
日
記
の
記
録
が
開
始
し
た
の
は
､
寛
文
元
年

(
一
六
六
一
)
六
月
三
日
の
こ
と
で
あ

る
｡
延
宝
三
年

二

六
七
五
)
正
月
晦
日
'
弘
前
藩
で
は

｢御
用
勤
方
日
記
井
御
記
録
方
二
付
｣
と
題
し
て
､
吹

の
よ
う
な
定
書

(国
立
史
料
館
編

『津
軽
家
御
定
書
』
東
京
大
学
出
版
会
'
一
九
八
一
年
'
一
七
二
号
)
を
発
令
し
'

日
記
に
記
録
す
べ
き
事
項
を
'
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
｡

各
役
職
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
､
治
乱
'
幕
府
'
老
中
'
御
家
門
な
ど
の
有
力
譜
代
大
名

へ
の
献
上
品
'
付
け

届
け
品
'
進
物
類
'
公
儀
向
き
の
事
柄
'
家
臣
へ
の
下
賜
品
な
ど
を
残
ら
ず
記
す
｡
領
内
統
治
の
記
録
は
当
然
と

し
て
'
対
将
軍
家
､
幕
府
を
強
-
念
頭
に
お
い
て
お
り
'
幕
府
の
動
静
や
幕
府
と
津
軽
家
と
の
関
係
に
意
を
多
-
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用
い
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
｡

｢津
軽

一
統
志
｣
等
の
編
纂
に
み
る
自
己
認
識
の
確
立

の
ぷ
ひ
さ

き

た

む
ら
こ
う
い

享
保

二

一年

二

七
二
七
)､
弘
前
藩
五
代
藩
主
津
軽
信

寿

は
､
家
老
喜

多

村

校

尉

政
方

へ
命
じ
て
､
先
述
し

た
四
代
信
政
の
遺
志
を
継
ぐ
形
で
史
書
の
本
格
的
な
編
纂
に
乗
り
出
し
た
｡
用
人
桜
庭
半
兵
衛
､
相
坂
則
武
､
伊

東
祐
則
ら
へ
編
纂
と
校
正
を
担
当
さ
せ
た
｡
同
年

二

一月
四
日
の
編
纂
史
料
の
蒐
集
を
命
じ
る
触
書

(長
谷
川
成

1
校
訂

『御
用
格
』
寛
政
本
､
上
巻
､
被
仰
出
之
部
､
弘
前
市
､

l
九
九
1
年
)
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

①
小
笠
原
伊
勢

･
白
取
左
兵
衛
な
ど
藩
祖
津
軽
為
信
の
代
に
家
臣
で
あ
っ
た
三
六
名
に
つ
い
て
､
｢御
国
開
基

之
節
｣
す
な
わ
ち
為
信
と
共
に
津
軽
地
方
の

｢切
り
取
｣
り
戦
争
の
際
に
､
彼
ら
が
い
か
な
る
働
き
を
し
た
の
か
､

さ
さ
い
な
伝
承

･
物
語
で
も
構
わ
な
い
の
で
申
告
し
､
彼
ら
の
子
孫
が
い
れ
ば
そ
の
点
も
申
し
出
よ
｡
②
南
部
大

膳
大
夫
､
和
徳
讃
岐
守
､
北
畠
左
近
な
ど
二
四
名
は
､
為
信
の
征
伐
を
う
け
た
者
た
ち
で
あ
り
､
彼
ら
の
由
緒
'

働
き
の
様
子
､
伝
承
な
ど
､
こ
れ
も
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
よ
い
か
ら
史
料
を
提
出
せ
よ
｡
③
尾
崎

･
蓬
田
な
ど
為

信
の
征
伐
を
う
け
た
城
郭
の
城
主
の
苗
字
｡
④
浪
岡
城
主
の
苗
字
と
由
緒
｡
⑤
為
信
の
時
期
の
戦
い
に
関
す
る
史

料
｡
⑥
為
信
以
前
の
歴
史
に
つ
い
て
は
､
何
事
に
よ
ら
ず
す
べ
て
申
告
の
こ
と
｡
⑦
寛
文
九
年

二

六
六
九
)
の

蝦
夷
蜂
起
の
節
､
蝦
夷
地
で
の
事
柄
に
つ
い
て
は
､
覚
書
を
所
持
し
て
い
る
家
臣
も
い
る
で
あ
ろ
う
し
､
伝
聞
で

も
構
わ
な
い
か
ら
す
べ
て
史
料
を
提
出
す
る
こ
と
｡

近世東北大名の自己認識

以
上
､
七
点
に
わ
た
る
事
項
を
家
臣
だ
け
で
な
-
､
領
内
寺
社
､
町
方

･
村
方
を
問
わ
ず
､
伝
聞
史
料
に
関
わ

仰



ら
ず
､
遠
慮
な
-
情
報
を
寄
せ
る
よ
う
に
令
達
し
た
｡

史
料
収
集
の
基
本
方
針
か
ら
見
え
る
当
初
の
編
纂
方
針
は
､
と
に
か
-
藩
祖
為
信
の
事
績
を
詳
細
に
記
録
す
る

こ
と
で
あ
り
､
近
世
弘
前
藩
の
出
発
は
い
か
な
る
所
に
求
め
ら
れ
る
の
か
､
と
い
う
点
に
あ

っ
た
こ
と
を
ま
ず
第

一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
次
に
為
信
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
､
既
に

一
八
世
紀
の
前
半
に

至
っ
て
没
落
し
た
家
臣
に
つ
い
て
も
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
最
後
の
⑦
に
見
え
る
よ
う
に
､
寛
文
蝦

夷
蜂
起
に
弘
前
藩
は
出
兵
し
た
が
､
そ
の
際
の
記
録
を
蒐
集
し
て
'
先
代
津
軽
信
政
の
事
績
を
顕
彰
し
ょ
う
と
す

る
意
図
が
看
取
さ
れ
よ
う
｡

蝦
夷
地

へ
の
軍
事
出
動
を
歴
史
に
刻
む

約
四
年
を
経
過
し
た
享
保

1
六
年

(
7
七
三

こ
､
｢津
軽

1
統
志
｣
は
完
成
し
藩
主

へ
献
上
し
た
｡
編
纂
の
目

的
は
､
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
､
為
信
を
は
じ
め
と
す
る
先
君
の
事
績
を
明
ら
か
に
し
､
信
政
が
威
風
を
夷
秋

へ
振

る
う
様
子
を
明
記
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
｡
序
文
の
文
末
に
は
､
津
軽
郡
の
風
土
､
産
貢
か
ら
始
め
て
､
為
信

の
草
創
征
功
を
記
し
､
終
わ
り
は
士
臣
の
忠
否

･
伝
記

･
伝
承
を
も
っ
て
完
結
､
と
の
構
成
に
す
る
と
し
て
い
る
｡

次
い
で
凡
例
に
は
､
｢津
軽

一
統
志
｣
は
津
軽
郡
の
事
柄
を
記
録
す
る
こ
と
が
第

一
で
あ
り
､
編
纂
の
態
度
と
し

て
は
､
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
時
に
は
本
説
の
ほ
か
に

一
､
二
の
説
を
採
用
し
､
さ
ら
に
不
正
確
な
も
の
に
つ
い

て
は
'
｢按
｣
ず
る
に
の
文
言
を
記
し
て
史
料
を
引
用
す
る
｡
も
っ
と
疑
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
､
｢未
考
｣
を

入
れ
て
後
考
を
待
つ
こ
と
に
し
た
｡
津
軽
郡
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
各
家
の
雑
記
は
信
じ
が
た
い
こ
と
も
多
い
が
､

そ
れ
ら
を
削
除
せ
ず

｢付
巻
｣
に
採
録
し
た
､
と
あ
る
｡

1う8



こ
の
よ
う
な
方
針
と
凡
例
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
内
容
は
､
陸
奥
国
の
地
誌
と
岩
木
山
､
津
軽
地
方
の
名

所

･
古
跡

･
産
貢
を
記
す
首
巻
の
地
誌
か
ら
始
め
て
､
津
軽
家
の
始
祖
を
大
浦
光
信
と
し
そ
の
事
績
を
記
録
す
る

と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
｡
以
下
､
盛
信
'
政
信
'
為
則
､
為
信
と
な
り
'
な
か
で
も
為
信
の
南
部
氏
と
の
取
り
合

い
戦
争
の
歴
史
は
詳
細
で
あ
る
｡
三
代
藩
主
津
軽
信
義
に
至
る
歴
史
は
第
九
巻
ま
で
に
収
録
し
､
第

一
〇
巻
は
'

信
政
の
藩
主
就
任
か
ら
書
き
起
こ
し
､
寛
文
九
年

二

六
六
九
)
の

｢松
前
蝦
夷
蜂
起
｣
に
大
部
の
記
述
を
費
や

し
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
津
軽
地
方
の
地
誌
を
正
確
に
記
録
し
て
､
同
地
方
に
藩
政
を
敷
い
た
津
軽
氏
の
由
緒
を
ま
ず
確
認
し

て
､
為
信
以
来
約

1
世
紀
を
経
過
し
た
領
内
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
.

信
政
の
時
期
に
藩
政
確
立
期
を
迎
え
た
弘
前
藩
の
､
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
最
大
の
存
在
意
義
を
示
し
た
の
が
'

周
知
の
ご
と
-
寛
文
蝦
夷
蜂
起
に
よ
る
同
藩
の
蝦
夷
地

へ
の
出
兵
で
あ
っ
た
｡
幕
府
か
ら
課
せ
ら
れ
た
同
藩
の
役

務

･
機
能
は
､
軍
役
の
遂
行
と
蝦
夷
地
の
動
静
を
徹
底
的
に
調
査
し
､
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
こ

で
は

｢松
前
秋
退
治
｣
す
な
わ
ち
蜂
起
の
ア
イ
ヌ
民
族
掃
討
戦
に
あ
っ
て
､
幕
府
か
ら
な
さ
れ
た
北
奥
大
名
の
加

勢
順
位
は
､
津
軽
が
第

一
､
南
部
が
第
二
と
い
う
も
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
が
公
然
化
し
て
い
た
と
い
う

(浪
川
健

治

『近
世
日
本
と
北
方
社
会
』
三
省
堂
'
一
九
九
二
年
)｡
信
政
期
に
至

っ
て
領
内
支
配
体
制
が
完
成
し
'
さ
ら
に
は

蝦
夷
地

へ
の
出
兵
下
命
に
応
じ
て
藩
体
制
が
最
高
に
機
能
を
発
揮
し
た
姿
を
記
録
に
と
ど
め
､
後
世
の
規
範
と
し

て
歴
史
に
刻
む
こ
と
が
､
｢津
軽

一
統
志
｣
編
纂
の
最
大
の
目
的
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
こ
こ
に
は
夷
秋

へ
の

備
え
な
ど
の
抽
象
化
さ
れ
た
文
言
で
は
説
明
で
き
な
い
'
横
溢
す
る
意
欲
が
表
出
し
て
い
る
.
す
な
わ
ち
本
州
北

端
に
位
置
し
約
半
世
紀
前
に
実
際
に
蝦
夷
地
へ
軍
事
出
動
し
た
'
ほ
か
に
例
の
な
い
経
験
を
持
つ
弘
前
藩
に
あ
っ
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津軽一統志 (弘前市立図書館蔵八木橋文庫)の表紙と序の部分｡同写本は､

現在確認されているなかで最も古 く､明和 3年の奥書がある｡

て
は
､
こ
れ
を
克
明
に
記
録
し
て
こ
そ
､
津
軽
の
統

140

治
者
と
し
て
､
幕
藩
体
制
の
中
に
自
己
を
明
確
に
定

置
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

蝦
夷
地
に
隣
接
し
､
戟
国
末
期
に
異
民
族
を
掃
討

し
て
領
内
掌
握
を
果
た
し
た
同
氏
の
先
祖
の
歴
史
に

加
え
､
さ
ら
に
は
寛
文
蝦
夷
蜂
起
に
出
兵
し
て
､
実

際
に
夷
秋
を
征
討
し
て
は
威
風
を
彼
ら
へ
振
る
っ
て

幕
藩
体
制
の
中
に
自
ら
を
右
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た

信
政
の
事
績
は
､
弘
前
藩
の
中
で
も
特
筆
に
価
す
る

も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
幕
藩
体
制
下
の
生
々
し
い

政
治
動
向
か
ら
導
き
出
さ
れ
､
津
軽
家
の
位
置
す
る

地
域
に
規
定
さ
れ
た
自
己
認
識
が
見
事
に
表
現
さ
れ

て
い
よ
う
｡

｢津
軽

一
統
志
｣
以
後
の
官
撰
史
書

｢津
軽

一
統
志
｣
の
後
に
編
纂
さ
れ
た
弘
前
藩
の
官

き
だ
ち
もり
さだ

撰
史
書
は
､
木
立
守
貞
が
編
集
し
寛
政
五
年

二

七

九
三
)
に
上
梓
し
た

｢津
軽
編
覧
日
記
｣
､
次

い
で



文
政
二
年

(
1
八
7
九
)
の
自
序
の
あ
る
工
藤
行

1
が
編
纂
し
た

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
の
二
書
が
あ
る
.
い
ず
れ

も
為
信
の
事
績
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
お
り
､
自
序
や
凡
例
に
は
旧
記

･
雑
記
を
広
-
博
捜
し
て
編
纂
に
あ
た
っ
た

と
あ
り
､
特
段
の
編
纂
方
針
を
記
し
た
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
｡
明
ら
か
に

｢津
軽

一
統
志
｣
以
後
の
歴
史
叙
述

の
充
実
を
図
っ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
点
で
は
明
白
な
歴
史
認
識
に
誘
導
さ
れ
て
自
己
の
歴
史
を
描
-
と
い
う
性

質
の
も
の
で
は
な
-
な
っ
て
い
る
｡
内
容
も
日
々
の
出
来
事
を
淡
々
と
叙
述
す
る
も
の
で
､
｢津
軽

一
統
志
｣
の

序
や
凡
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
叙
述
目
的
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
正
確
な
実
録
を
編
纂
す
る
と
い
う
側
面
を
考

慮
す
る
と
､
同
書
は
あ
る
意
味
で
は
合
理
的

･
近
代
的
な
歴
史
叙
述
に
接
近
し
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
｡

｢津
軽
編
覧
日
記
｣
の
凡
例
に
'
津
軽
家
の
先
祖
の
由
緒
は
本
編
と
は
別
に
付
録
と
し
て
編
む
こ
と
に
し
た
と
見

ほ
んば
んら
ん
しよ
う
じ
つき

え
､
こ
れ
は
｢
本

藩

濫

腸

実

記

｣

(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
郷
土
資
料
)
と
呼
ば
れ
る
津
軽
氏
の
系
譜
､
古
記
を
集
め

た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
掲
載
さ
れ
た
津
軽
氏
の
系
譜
は
､
表
題
が

｢安
倍
系
図
｣
と
あ
り
､
初
祖
は
安
東
氏
と

あ
び

同
様
｢
安

日

｣
を
あ
て
て
い
る
｡
前
述
の
通
り

｢可
足
筆
記
｣
以
来
'
津
軽
氏
の
先
祖
が
平
泉
藤
原
氏
で
あ
り
､

秀
衡
の
弟
秀
栄
が
嚢
祖
で
あ
る
と
津
軽
家
で
は
唱
え
て
い
た
｡
し
か
し
平
泉
藤
原
氏
の
遠
祖
を
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
､

当
然
の
ご
と
-
安
日
に
突
き
当
た
る
の
で
あ
り
､
古
記
類
を
丹
念
に
研
究
す
れ
ば
い
ず
れ
判
明
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
｡
｢津
軽

1
統
志
｣
は
も
ち
ろ
ん
'
そ
の
ほ
か
の
家
譜

･
家
系
類
で
も
､
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
な
-
､
津
軽

家
で
は

｢本
藩
濫
腸
実
記
｣
を
編
纂
す
る
ま
で
､
こ
の
点
の
歴
史
に
つ
い
て
無
頓
着
で
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
同
書
に

よ
れ
ば
､
津
軽
氏
の
為
信
に
至
る
系
譜
は
､
次
の
よ
う
に
見
え
る
｡

安
倍

安
日
-
安
東
-
致
東
-

国
東
-

頻

良

-
忠
頼
-
頼
長
-
女
子
-

清
衡
-

基
衡
-

秀
衡
､
秀
衡
ノ
舎
弟
下
ノ
郡
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左
衛
門
尉
秀
栄
公
-
下
ノ
郡
藤
太
-
下
ノ
郡
三
品
左
衛
門
尉
秀
季
公
-
下
ノ
郡
左
衛
門
尉
公
-
南
部
彦
六
郎

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

源
則
信
公
-
南
部
彦
六
郎
源
元
信
公
-
南
部
信
濃
守
源
光
信
公
-
大
浦
信
濃
守
源
盛
信
公
-
大
浦
信
濃
守
源

142

政
信
公
-
大
浦
信
濃
守
為
則
公
-

守
信
公
-
津
軽
右
京
大
夫
為
信
公
-
-

(傍
点
筆
者
)

｢本
藩
濫
腸
実
記
｣
を
編
纂
し
た
木
立
は
､
同
書
の
冒
頭
で
､
｢御
当
家
御
遠
祖
之
事
｣
と
題
し
て
藤
原
秀
栄
が

なが
す
ね

当
家
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
｡
そ
の
う
え
で
､
さ
ら
に

｢遠
育
｣
を
詳
細
に
追
求
す
る
と
､
朝
敵
長

髄

ひ
こ

彦

の
兄
安
日
に
至
り
､
そ
の
後
の
安
東
を
は
じ
め
と
す
る
子
孫
た
ち
は
朝
廷
に
協
力
し
､
平
泉
藤
原
氏
の
世
に
至

っ
て
､
秀
栄
へ
到
達
｡
同
書
の
系
図
は
､
秀
栄
の
部
分
を
除
け
ば
､
お
お
む
ね
安
倍
姓
藤
崎
系
図
に
準
拠
し
た
内

容
に
な
っ
て
い
る
｡

秀
栄
の
後
青
に
つ
い
て
は
､
右
書
は
次
の
よ
う
に
説
-
｡
南
部
氏
か
ら
婿
養
子
を
迎
え
て
､
秀
栄
の
家
で
は
彼

ひき
みち

の
正
統
な
血
脈
が
断
絶
し
､
南
部
家
の
血
脈
と
な
っ
た
｡
し
か
し
母
方
に
は
血
脈
が
続
い
て
お
り
､
近
衛
尚
通
が

下
向
し
た
折
に
盛
信
の
姉
が
尚
通
の
妾
と
な
っ
て
男
子
を
出
生
し
政
信
と
な
っ
た
｡
こ
こ
に
南
部
家
の
血
脈
が
断

絶
し
て
､
津
軽
家
は
近
衛
家
の
血
脈
と
な
っ
た
と
主
張
｡
当
初
は
朝
敵
の
流
れ
を
汲
む
安
倍
氏
の
血
脈
で
あ
っ
た

の
が
､
南
部
氏
の
血
を
入
れ
､
最
終
的
に
は
最
も
高
貴
な
近
衛
家
の
血
を
入
れ
る
こ
と
で
朝
敵
の
血
か
ら
脱
却
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

系
図
に
お
け
る
矛
盾
撞
着

こ
の
よ
う
な
無
理
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
､
津
軽
家
の
出
自
に
ま
つ
わ
る
苦
し
さ
が
如
実



に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
安
日
の
子
孫
で
あ
る
と
の
主
張
は
､
平
泉
藤
原
氏
の
秀
栄
を
遠
祖
と
す
る
限
り
､
避

け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
系
譜
は
藩
内
に
精
神
的
な
動
揺
を
来
し
た
に
違
い
な
い
｡
寛
政

一
一
年

二

つ
が
る-
じ
い
ぶん
ろ

-

七
九
九
)
に
｢
津

軽

旧

事

異

聞

録

｣

(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
を
著
し
た
源
茂
招
は
､
｢本
藩
濫
腸
実
記
｣
の
編
纂
に

も
関
わ
っ
た
ら
し
い
｡
そ
の
中
に
､
藩
主
家
の
系
譜
を
安
日
か
ら
開
始
し
た
こ
と
に
対
し
て
特
に
異
議
を
差
し
挟

ま
ず
に
記
し
た
が
､
下
級
役
人
で
あ
っ
た
た
め
か

｢予
如
何
と
も
す
る
こ
と
な
-
唯
心
中
に
恐
を
な
し
て
あ
る
の

み
｣
と
書
き
､
木
立
守
貞
が
安
日
を
遠
祖
と
し
た
こ
と
に
不
安
と
恐
怖
を
抱
い
た
と
い
う
｡

木
立
は
､
津
軽
家
の
遠
祖
が
た
と
え
朝
敵
の
子
孫
で
は
あ
っ
て
も
､
そ
れ
を
完
全
に
払
拭
し
て
そ
の
懸
念
を
ぬ

ぐ
い
去
っ
た
よ
う
に
系
図
に
登
載
し
た
が
､
実
際
に
は
従
来
の
系
図
に
見
え
な
い
マ
イ
ナ
ス
の
歴
史
を
加
え
た
こ

と
に
よ
っ
て
､
家
中
の
動
揺
は
､
源
茂
招
の
よ
う
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
明
治
初
年
に
こ
の
系

お
さ
な
いたけ
もと

図
を

｢考
訂
｣
し
た
小

山

内

建

本

は
､
先
代
を
安
日
に
作
る
同
系
図
は
､
｢甚
分
脈
ヲ
知
ラ
メ
人
ナ
リ
｣
｢文
盲
ノ

人
｣
(｢津
軽
旧
事
異
聞
録
｣
の
小
山
内
建
本
書
き
入
れ
朱
筆
部
分
)
と
､
甚
だ
不
見
識
な
内
容
と
断
定
し
た
｡
こ
の

後
､
｢本
藩
濫
腸
実
記
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
安
倍
氏
を
始
祖
と
す
る
系
図
は
､
津
軽
家
の
中
で
は
公
的
な
も
の

と
し
て
は
出
て
こ
な
-
な
る
｡
明
治
初
年
に
同
家
で
新
政
府

へ
提
出
し
た
史
料
を
も
と
に
編
纂
し
た

｢陸
奥
弘
前

津
軽
家
譜
｣
乾

･
坤

(東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
)
に
は
､
津
軽
家
に
伝
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
譜
家
系
類
を
収

載
し
た
が
､
安
倍
系
図
に
端
を
発
す
る
系
図
は
見
ら
れ
ず
､
｢本
藩
濫
腸
実
記
｣
収
録
安
倍
系
図
は
､
維
新
後
も

津
軽
家
並
び
に
新
政
府
の
修
史
局
と
も
に
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

近
衛
家
と
の
縁
戚
関
係
を
家
系
に
組
み
入
れ
て
藤
原
姓
へ
転
換
し
た
津
軽
家
に
と
っ
て
､
同
家
の
先
祖
が
蝦
夷

の
血
を
引
-
朝
敵
で
あ
る
こ
と
な
ど
､
到
底
承
認
で
き
な
い
由
緒
で
あ
り
､
系
図
上
で
南
部
家
と
の
接
合
や
近
衛

近世東北大名の自己認識14う



家
と
の
接
合
を
図

っ
て
夷
秋
に
通
じ
る
血
脈
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
｡
し
か
し
藤
崎
系
図
に
依
拠
し
て
平
泉
藤
原

144

氏
の
後
背
で
あ
る
点
を
強
調
す
れ
ば
､
安
日
の
問
題
に
突
き
当
た
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
､
矛
盾
撞
着
に
陥

っ
た

津
軽
家
は
､
幕
府
に
対
し
て
は
最
後
ま
で
平
泉
藤
原
氏
を
先
祖
と
す
る
系
図
系
譜
を
提
出
し
な
か
っ
た
｡
そ
の
点

を
幕
府
か
ら
追
及
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
し
､
家
中
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
動
揺
を
未
然
に
防

止
す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

津
軽
地
方
地
付
き
の
大
名
で
あ
る
津
軽
氏
が
'
徹
底
し
て
安
倍
氏
'
安
東
氏
な
ど
蝦
夷
に
つ
な
が
る
系
譜
を
幕

府

へ
公
に
し
な
か
っ
た
理
由
は
､
こ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
蝦
夷
地
に
隣
接
し
､
実
際
に
軍
事
出
動
を
体
験
し
た

津
軽
家
は
､
領
内
に
異
民
族
を
抱
え
て
お
り
､
夷
秋
を
払
い
､
夷
に
備
え
る
こ
と
を
も
っ
て
､
幕
藩
体
制
下
で
自

己
の
負
う
べ
き
責
務
と
し
た
｡
そ
れ
は
地
域
に
規
定
さ
れ
て
培
わ
れ
た
認
識
で
あ
り
､
遠
祖
で
あ
っ
た
と
し
て
も

夷
と
同
じ
血
に
つ
な
が
る
系
譜
は
､
自
己
否
定
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
｡
近
世
に
入
っ
て
か
ら
も
'
安
日

王
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
な
か
っ
た
安
東
氏

(羽
賀
寺
文
書
)
と
は
'
対
照
的
な
自
己
認
識
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
｡

南
奥
大
名
保
科
氏
の
自
己
認
識
と
他
の
東
北
大
名
の
動
向

南
奥
会
津
藩
の
保
科
氏
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
は
､
渡
辺
信
夫
氏
の

｢会
津
藩
の
自
己
認
識
｣
二

九
九
五
年
九

月
､
於
福
島
県
立
博
物
館
'
東
北
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
･
コ
ス
モ
ス
学
術
機
構

｢東
北
の
文
化

･
歴
史
研
究
の
発
掘
と
再

生
｣
研
究
会
で
の
講
演

｢会
津
藩
の
自
己
認
識
｣､
の
ち

r東
北
近
世
史
』
第
二
〇
･
1〓

合
併
号

1
九
九
六
年
に
所



収
)
が
最
近
発
表
さ
れ
た
｡
同
論
文
は
'
中
世
史
と
比
較
し
て
蓄
積
の
薄
か
っ
た
当
該
の
分
野
に
つ
い
て
新
風
を

吹
き
込
み
'
近
世
の
地
域
概
念
と
大
名
の
自
己
認
識
の
在
り
方
を
鮮
明
に
描
い
て
見
せ
た
先
駆
的
な
成
果
と
評
価

さ
れ
よ
う
｡
本
稿
で
は
'
渡
辺
氏
の
研
究
に
依
拠
し
っ
つ
'
そ
れ
に
私
見
を
付
け
加
え
る
形
で
'
南
奥
会
津
藩
の

自
己
認
識
の
在
り
方
を
確
認
し
'
他
の
東
北
大
名
た
ち
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

渡
辺
氏
論
文
の
要
旨
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
｡
会
津
と
い
う
地
域
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
は
'
｢会

あ
しな

津
風
土
記
｣
の
記
事
に
拠
っ
て
中
世
葦
名
氏
時
代
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
｡
豊
臣
政
権
に
よ
る
天
正

一
八
年

二

五
九
〇
)
の
奥
羽
仕
置
の
後
'
会
津

へ
入
部
し
た
蒲
生
氏
郷
は
'
同
政
権
よ
り
奥
羽
仕
置
後
の

｢奥
羽
の
鎮

め
｣
を
役
割
と
し
て
託
さ
れ
た
と
し
'
氏
郷
は

｢奥
羽
の
鎮
め
｣
を
担
う
大
名
と
し
て
ふ
わ
さ
し

い
大
規
模
な
城
郭
と
城
下
町
の
建
設
を
実
施
し
た

と
い
う
｡
し
か
し
蒲
生
氏
郷
は
短
命
に
終
わ
っ
た

た
め
'
蒲
生
会
津
藩
は
'
｢奥
羽
の
鎮
め
｣
の
職

責
を
ほ
と
ん
ど
果
た
す
こ
と
な
-
終
わ
り
'
そ
れ

は
近
世
会
津
藩
保
科
氏

へ
持
ち
越
さ
れ
た
｡

正
之
の
入
部

寛
永
二

〇
年

二

六
四
三
)'
出
羽
山
形
か
ら

会
津

へ
入
部
し
た
'
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
異
母

145 近世東北大名の自己認識
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家訓 (若松城天守閣蔵) 寛文 8年 4月､保科正之が政治のあり方などを 15か

条にまとめた｡

弟
保
科
正
之
は
､
二
三
万
石
の
領
地
を
拝
領
し
た
｡
｢会
津
古

146

塁
記
｣
に

｢奥
羽
鎮
定
｣
の
た
め
､
正
之
は
会
津
若
松
城

へ
入

部
し
た
と
み
え
､
会
津
藩
が
既
に
奥
羽
の
鎮
め
の
藩
と
し
て
定

ま
っ
て
い
て
､
そ
こ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
入
部
し
た
と
い
う
｡

当
時
の
領
知
高
か
ら
す
れ
ば
､
会
津
藩
は
東
北
地
方
最
大
の
大

名
と
は
言
え
ず
'
奥
羽
の
鎮
め
の
大
名
と
し
て
の
位
置
づ
げ
は
､

ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
｡
そ
れ
は
幕
府
の
忠
実
な
薄
層

(御

家
門
大
名
)
で
あ
る
と
同
時
に
､
他
藩
と
比
較
し
て
理
想
的
な

幕
府
政
治
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
｡

奥
羽
の
鎮
め
を
自
認
す
る
会
津
藩
は
模
範
的
な
幕
藩
政
治
を

実
践
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
､
儒
教
に
基
づ
-
理
想
的
な
封
建
政

ご
か
-
ん

治
の
心
得
と
要
諦
を
制
定
し
た
保
科
正
之
の

｢御
家
訓
｣
十
五

か
条
は
､
藩
政
の
基
本
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
奥
羽
の

鎮
め
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
は
､
隣
国
に
関
す
る
情
報
の
収

集
と
監
視
で
あ
っ
た
｡
会
津
藩
の
自
己
認
識

｢奥
羽
の
鎮
め
｣

を
補
強
し
た
の
が

｢神
道
｣
の
重
視
政
策
で
あ

っ
て
､
｢御
家

訓
｣
と
神
道
政
治
は

｢奥
羽
の
鎮
め
｣
の
内
実
化
で
も
あ
っ
た

と
い
う
｡



筆
者
は
渡
辺
氏
論
文
の
趣
旨
に
'
特
に
異
論
を
差
し
挟
む
も
の
で
は
な
い
｡
た
だ
し
保
科
氏
が
入
部
す
る
寛
永

期
幕
藩
体
制
の
政
治
動
向
の
中
で
'
会
津
は
当
時
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
､
改
め
て
別
の
視
点

か
ら

一
次
史
料
を
用
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

寛
永
四
年

(
〓
ハ
二
七
)､
蒲
生
氏
郷
の
孫
蒲
生
忠
郷
が
嗣
子
な
-
封
地
会
津
を
収
公
さ
れ
､
忠
郷
の
弟
蒲
生

ただ
と
し

忠
知
は
伊
予
松
山
へ
転
封
さ
れ
た
｡
そ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
豊
前
小
倉
藩
藩
主
細
川
忠

利

の
父
細
川
忠
興
は
'

し
た
た

同
年
二
月
､
子
の
忠
利

へ
次
の
よ
う
に
書
状
に
認

め
た

(『大
日
本
近
世
史
料

細
川
家
史
料
』
二
㌧
東
京
大
学
出

版
会
'
一
九
七
〇
年
'
五
二
八
号
)0

あさ
のながあ
きら

松
野
州

(蒲
生
忠
郷
)
跡

へ
浅
但
州

(浅
野
長
居
)
可
被
道
か
と
江
戸
取
沙
汰
由
候
､
存
外
に
て
候
､
会
津

ハ
出
羽

･
奥
州
之
押
二
成
所
二
而
候
､
又
様
子
替
事
も
可
在
之
哉
､
於
必
定
但
州
可
為
迷
惑
候
'

(カ
ッ
コ
内
筆
者
)

こ
こ
で
忠
輿
は
'
蒲
生
忠
郷
の
跡
に
は
安
芸
広
島
の
浅
野
長
居
が
会
津
を
拝
領
し
て
入
部
す
る
の
で
は
な
い
か
'

そ
れ
が
江
戸
で
も
っ
ぱ
ら
の
噂
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
意
外
の
措
置
で
あ
る
と
共
に
'
会
津
は
出
羽
と

陸
奥
両
国
の
押
さ
え
と
な
る
地
で
あ
る
か
ら
'
変
更
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
､
と
述
べ
て
い
る
｡
当
時
'
会
津
は

｢出
羽

･
奥
州
之
押
二
成
所
｣
と
の
認
識
は
'
九
州
大
名
の
忠
興
に
あ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
､

幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
も
ま
た
寛
永
期
の
幕
藩
関
係
に
お
い
て
も
通
用
し
て
い
た
政
治
認
識
で
あ
っ
た
｡
渡
辺
氏

論
文
の
中
で
､
会
津
は

｢奥
州
の
鎮
め
｣
と
い
う
概
念
の
成
り
立
ち
が
'
後
代
の
編
纂
史
料
で
説
明
さ
れ
て
い
た
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け
れ
ど
も
､
当
時
'
幕
藩
政
治
の
裏
面
に
精
通
し
て
い
た
細
川
忠
興
の
書
状
に
当
該
の
文
言
が
見
え
る
こ
と
は
'

148

寛
永
期
の
幕
閣
の
み
な
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
大
名
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
会
津
を
認
識
し
て
い
た
と
見
て
支
障
な
い
｡

な
お
会
津
が

一
次
史
料
の
文
書
で
'
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
､
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
た
の
は
､
忠
輿
書

状
が
初
め
て
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

忠
輿
の
情
報
に
よ
れ
ば
'
忠
郷
の
跡
に
は
浅
野
氏
が
入
部
す
る
予
定
ら
し
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
'
実
際
は
へ

し
ず

が
たけ

よ
しあ
き

購

ケ

岳

七
本
槍
の
一
人
加
藤
嘉

明

が
伊
予
松
山
か
ら
会
津

へ
入
り
四
〇
万
石
を
拝
領
し
た
｡
嘉
明
は
'
四
年
後
の

あ
き
な
hソ

寛
永
八
年

(
一
六
三
一
)
に
死
去
し
'
子
の
明

成

が
遺
領
を
相
続
し
た
｡
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
も
'
細
川
氏

お
つて
が
き

は
種
々
の
情
報
を
得
て
い
た
よ
う
で
'
細
川
忠
興
へ
あ
て
た
寛
永
八
年
閏

1
0
月

1
五
日
の
細
川
忠
利
の
追

而

書

あ
ん

莱

(『大
日
本
近
世
史
料

細
川
家
史
料
』
一
〇
㌧
東
京
大
学
出
版
会
'

一
九
八
六
年
'
四
七

三
号
)
に
は
'
次
の
よ
う

に
見
え
る
｡
細
川
家
と
し
て
は
'
加
藤
嘉
明
の
遺
言
は
承
知
し
て
い
る
が
'
忠
興
の
判
断
と
し
て
'
嘉
明
は
生
前

に
会
津
を
幕
府

へ
返
上
す
る
こ
と
こ
そ
'
加
藤
親
子
の
た
め
に
も
､
ま
た
公
儀
'
幕
府
の
た
め
に
も
最
善
の
策
な

ほり
も
ん
ど

の
だ
と
記
し
'
忠
利
も
そ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
へ
後
年
､
加
藤
明
成
が
堀

主

水

事
件
と
自
分
の
病
気
に

ょ
り
会
津
の
領
地
を
返
上
し
た
こ
と
を
､
細
川
氏
は
あ
ら
か
じ
め
予
想
し
て
い
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡
同
年
間

一
〇
月
二
八
日
の
忠
利
書
状
案

(同
前

四
七
五
号
)
に
よ
れ
ば
'
予
想
に
反
し
て
'
加
藤
明
成
が
会
津
の
遺
領

を
相
続
し
た
と
記
し
て
お
り
'
忠
利
を
は
じ
め
忠
興
に
と
っ
て
も
明
成
の
会
津
拝
領
は
意
外
だ
っ
た
よ
う
だ
｡

蒲
生
氏
郷
以
後
の
､
会
津

へ
入
部
し
た
大
名
の
特
徴
を
み
て
み
よ
う
｡
豊
臣
政
権
は
慶
長
三
年

(
一
五
九
八
)

に
'
上
杉
景
勝
を
越
後
か
ら
会
津

へ
転
封
さ
せ

二

一〇
万
石
を
与
え
た
｡
次
い
で
徳
川
政
権
は
'
同
六
年
'
蒲
生

秀
行

へ
六

〇
万
石
を
与
え
て
'
秀
行
は
改
め
て
会
津

へ
入
部
し
た
｡
寛
永
四
年

二

六
二
七
)'
既
述
の
と
お
り



蒲
生
忠
郷
の
死
去
に
と
も
な
い
､
加
藤
嘉
明
が
四
〇
万
石
を
拝
領
し
て
会
津

へ
入
部
｡
同
二
〇
年
､
加
藤
明
成
の

領
地
返
上
に
よ
り
､
山
形
か
ら
保
科
正
之
が
二
三
万
石
を
拝
領
し
て
会
津
若
松

へ
入
っ
た

(『会
津
若
松
史
』
第
二

巻
､
会
津
若
松
市
､
1
九
六
五
年
)O

右
の
動
向
を
ま
と
め
る
と
､
保
科
正
之
が
会
津

へ
入
部
す
る
ま
で
は
､
蒲
生
氏

･
加
藤
氏
の
よ
う
な
､
織
豊
期

に
あ
っ
て
豊
臣
氏

へ
大
功
を
積
ん
だ
秀
吉
子
飼
い
の
有
力
部
将
出
身
の
大
名
か
､
若
し
-
は
上
杉
氏
の
よ
う
な
大

大
名
､
寛
永
四
年
の
細
川
忠
興
書
状
に
見
え
た
､
蒲
生
氏
亡
き
跡
の
候
補
と
し
て
下
馬
評
に
挙
が
っ
た
浅
野
氏
も
､

蒲
生

･
加
藤
両
氏
と
同
列
に
並
ぶ
大
名
で
あ
る
｡
統

一
政
権
は
'
政
治
的
な
駆
け
引
き
に
た
け
た
大
名
よ
り
は
､

む
し
ろ
武
功
派
の
色
合
い
の
強
い
者
が
､
｢出
羽

･
奥
州
之
押
二
成
所
｣
の
会
津
の
領
主
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
｡

武
断
派
よ
り
文
治
派
を
送
り
こ
む

慶
長
六
年

(
一
六
〇
一
)
に
入
部
し
た
蒲
生
秀
行
は
､
六

〇
万
石
の
領
知
高
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
'
既
に
し
て

東
北
地
方
の
大
名
､
当
時
の
用
例
に
従
え
ば

｢奥
衆
｣
(『大
日
本
近
世
史
料

細
川
家
史
料
』
二

東
京
大
学
出
版

会
､
一
九
六
九
年
､

二

〇
号
)
の
中
で
は
､
父
の
氏
郷
や
上
杉
景
勝
の
よ
う
な
群
を
抜
-
領
知
高
の
大
名
で
は
な

か
っ
た
｡
ま
し
て
寛
永
四
年
に
入
部
し
た
加
藤
氏
は
四
〇
万
石
で
あ
っ
て
､
伊
達
氏
仙
台
藩
に
は
到
底
及
ば
な
い

領
知
高
で
あ
っ
た
｡
寛
永
の
初
期
に
は
､
い
ま
だ
幕
府
政
治
は
武
断
的
な
色
彩
が
演
-
'
武
勇

･
武
功
の
大
名
が

や
は
り

｢奥
羽
の
鎮
め
｣
の
地
会
津
を
統
治
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
り
､
購
ケ
岳
七
本
槍

の
一
人
で
あ
っ
た
加
藤
嘉
明
が
適
任
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
寛
永
の
末
年
に
至
り
､
島
原
の
乱
を
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経
過
し
て
江
戸
な
ど
の
大
都
市
に
お
け
る
大
量
の
牢
人
の
発
生
､
そ
れ
に
よ
る
同
問
題
の
社
会
に
与
え
る
影
響
が

深
刻
さ
を
増
し
､
武
断

一
辺
倒
で
は
国
内
統
治
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
武
断
か
ら
文
治
へ
の

傾
斜
が
幕
政
に
も
よ
う
や
-
き
ざ
し
て
き
た
の
で
あ
り
､
幕
閣
に
あ

っ
て
文
治
を
主
張
し
､
入
部
後
は
､
神
道
や

儒
教
に
基
づ
-
理
想
的
な
封
建
政
治
を
目
指
し
た
保
科
正
之
を
会
津

へ

｢奥
羽
の
鎮
め
｣
の
機
能
を
果
た
す
た
め

に
送
り
込
ん
だ
の
は
､
確
立
期
に
至
る
幕
政
の
動
向
の
中
で
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
後
､
正
之
に
始
ま

る
保
科
氏
が
先
述
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
保
持
し
て
､
領
内
統
治
に
臨
ん
だ
こ
と
は
､
渡
辺
氏
論
文
に
明
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
､
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
｡

150

土
着
民

へ
の
眼

と
こ
ろ
で
､
｢御
家
訓
｣
十
五
か
条
に
見
え
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
と
､
保
科
氏
が
会
津
の
領
民
､
地
元
民
を

蝦
夷
視
し
て
い
る
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
あ
-
ま
で
も
儒
教
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
る
べ
き
民
と
し
て
と
ら
え
､

特
段
の
民
族
的
な
偏
見
を
も
っ
て
統
治
に
臨
ん
で
い
る
様
子
は
み
え
な
い

(同
前
､
第
三
巻
)｡
津
軽
や
南
部
と
違

っ
て
､
実
際
に
領
内
に
異
民
族
が
居
住
し
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
あ
る
い
は
仏
教
を
払
拭
し
よ
う
と

す
る
神
道
化
政
策
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
自
己
認
識
の
中
に
､
異
民
族
の
点
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
見

当
た
ら
な
い
こ
と
も
南
奥
大
名
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
近
世
伊
達
氏
に
あ
っ
て
も
､
『寛
政
重
修

諸
家
譜
』
第

二

一
(続
群
書
類
従
完
成
会
､

一
九
六
五
年
､
三
一
六
～
三
四
二
貢
)
に
み
え
る
正
式
な
豪
語
の
中
で

は
､
奥
州
合
戦
の
戦
功
で
､
先
祖
伊
達
朝
宗
が
伊
達
郡
を
拝
領
し
た
出
自
を
持
つ
に
も
関
わ
ら
ず
､
土
着
民
を
夷

視
し
て
い
る
様
子
は
な
い
｡



海
保
嶺
夫
氏
に
よ
れ
ば
､
同
じ
-
源
頼
朝
の
奥
州
征
服
の
結
果
占
領
軍
と
し
て
入
封
し
て
き
た
南
部
氏

(本
貫

は
甲
斐
国
)
や
慶
長
七
年
に
常
陸
か
ら
秋
田
へ
減
転
封
さ
れ
た
佐
竹
氏
は
､
土
着
の
人
々
の
対
処
方
式
に
､
島
津

や
毛
利
な
ど
の

｢辺
境
地
付
き
大
名
｣
と
差
異
が
あ
り
'
南
部
氏

･
佐
竹
氏
は
､
土
着
民
を

｢夷
｣
視
す
る
傾
向

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る

(同
氏
著

『中
世
蝦
夷
史
料
』
三
一
書
房
'
一
九
八
三
年
)｡
中
世
の
歴
史
を
叙
述
し
て
い
る

と
は
い
え
､
典
拠
と
し
た
史
料
は
'
南
部
氏
に
あ
っ
て
は

｢祐
清
私
記
｣
｢聞
老
通
事
｣､
佐
竹
氏
で
は

｢秋
田
城

記
｣
な
ど
､
い
ず
れ
も
近
世
の
編
纂
史
料
類
で
あ
っ
て
､
中
世
以
来
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
と
み
な
す
の
は

い
さ
さ
か
早
計
と
思
わ
れ
る
｡
中
世
の
自
己
認
識
と
近
世
の
そ
れ
と
が
相
違
す
る
点
に
つ
い
て
は
､
伊
達
氏
の
場

合
に
も
見
方
れ
'
奥
州
王
を
自
認
す
る
根
拠
と
し
て
'
中
世
に
平
泉
藤
原
氏
の
後
背
で
あ
る
こ
と
を
伊
達
氏
は
自

他
共
に
認
め
喧
伝
し
て
い
た
が

(入
間
田
宣
夫

｢中
世
に
お
け
る
平
泉
問
題
｣
『宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
七
､
一
九
七
九

午
)､
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
幕
府
に
警
戒
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
､
全
-
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
-
な
っ
た
経
緯
が

あ
る

(小
林
清
治

｢伊
達
氏
と
奥
州
探
題
｣
『福
大
史
学
』

一
八
､

一
九
七
四
年
)0

南
部

･
佐
竹
の
両
氏
が
近
世
の
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
､
土
着
民
を
夷
祝
し
て
い
た
か
､
若
し
-
は
夷
視
す
る

状
況
が
広
-
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
そ
こ
に
彼
ら
の
領
内
統
治
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
の
自
己

認
識
が
象
徴
的
に
表
出
し
て
-
る
の
で
あ
っ
て
､
同
じ
-
源
氏
を
出
自
と
す
る
南
部

･
佐
竹
両
氏
は
､
安
東
氏
と

の
関
わ
り

(南
部
氏
は
､
安
東
氏
と
の
中
世
以
来
の
抗
争
､
佐
竹
氏
は
､
秋
田
安
東
氏
の
常
陸
移
封
の
跡
に
入
部
)
の
中

で
､
近
世
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
､
右
に
述
べ
た
よ
う
な
自
己
認
識
を
培
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
領
民
を
夷

視
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
､
安
東
氏
と
の
接
続
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
遮
断
し
よ
う
と
し
た
点
に
限
れ
ば
'
前
述
し

た
津
軽
氏
も
含
め
､
北
東
北
地
方
の
大
名
は
共
通
し
た
特
徴
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
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お
わ
り
に

紙
数
も
尽
き
た
の
で
､
最
後
に
北
奥
大
名
の
津
軽
氏
と
南
奥
大
名
の
保
科
氏
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ

れ
の
特
質
を
比
較
し
て
､
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡

中
世
以
来
､
蝦
夷
島

･
蝦
夷
地
に
隣
接
す
る
北
奥
の
領
主
津
軽
氏
は
､
こ
の
地
理
的
な
-
び
さ
か
ら
到
底
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
津
軽
氏
の
先
祖
が
､
中
世
外
浜
の
蝦
夷
島
交
易
に
主
要
な
湊
で
あ
る
､
大
浜
の
郷
士

で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
､
蝦
夷
と
の
交
易
に
同
氏
が
大
幅
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
､
油
川

･

大
浜
攻
略
を
為
信
が
目
指
し
た
の
は
､
ま
さ
に
蝦
夷
と
の
交
易
権
の
独
占
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
加
え
て
天
正

九
年

二

五
八
こ

の
ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
る
西
浜
蜂
起
を
鎮
圧
し
て
､
江
戸
時
代
最
大
の
廻
米
積
出
港
の
鯵
ヶ
沢

を
掌
握
し
た
の
も
､
領
内
異
民
族
の
掃
討
を
完
遂
し
て
成
し
遂
げ
た
成
果
で
あ
っ
た
｡
愛
宕
山
教
学
院
祐
海
の
書

牒
は
､
こ
の
間
の
異
民
族
と
津
軽
氏
の
歴
史
状
況
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
り
､
原
初
的
な
自
己
認
識
の
形
成

が
認
め
ら
れ
よ
う
｡
藩
政
期
に
入
っ
て
か
ら
も
､
右
の
よ
う
な
自
家
の
歴
史
に
加
え
て
､
系
図
家
譜
類
､
官
撰
史

書
の
編
纂
に
あ
っ
て
は
､
津
軽
氏
の
家
系
を
平
泉
藤
原
氏
か
ら
同
じ
藤
原
氏
で
も
五
摂
家
七
清
華
の
筆
頭
近
衛
家

の
高
貴
な
血
筋

へ
つ
な
げ
て
､
自
家
の
歴
史
の
合
理
化
を
図
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
藩
主
家
の
津
軽
氏
は
､
血
統
の

上
で
は
領
内
で
最
も
高
貴
な
水
準
に
到
達
し
た
の
に
加
え
､
寛
文
九
年

二

六
六
九
)
の
蝦
夷
蜂
起
に
軍
事
動
員

し
た
経
験
に
基
づ
い
て
､
同
氏
を
夷
秋
の
備
え
､
威
風
を
異
民
族

へ
及
ぼ
す
家
だ
と
す
る
自
己
認
識
を
確
立
し
た
｡

し
か
も
こ
の
こ
と
は
､
蝦
夷
や
安
東
氏
と
同
氏
が
接
続
を
す
る
の
を
峻
拒
す
る
こ
と
に
も
通
じ
､
合
わ
せ
て
領
内
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支
配
の
正
当
性
と
正
統
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
'
是
非
と
も
不
可
欠
の
措
置
で
あ
っ
た
｡

1
万
の
会
津

へ
配
置
さ
れ
た
大
名
は
'
豊
臣
政
権
以
来
'
会
津
は

｢出
羽

･
陸
奥
之
押

二
成
所
｣
と
い
う
地
理

的
な
状
況
に
規
定
さ
れ
､
地
域
に
強
-
規
定
さ
れ
た
自
己
認
識
を
大
名
が
持
つ
必
然
性
に
せ
ま
ら
れ
た
と
い
う
｡

そ
の
点
で
は
津
軽
氏
と
同
様
で
あ
っ
た
｡
会
津
藩
は
南
か
ら
奥
羽
の
地
を
軍
事
的
に
押
さ
え
て
北
に
備
え
､
東
北

大
名
を
監
視
し
各
地
の
情
報
を
蒐
集
す
る
こ
と
を
､
幕
藩
体
制
で
負
う
べ
き
役
務
と
し
た
｡
江
戸
幕
府
は
､
細
川

忠
興
の
書
状
に
散
見
す
る
､
仙
台
の
伊
達
政
宗
謀
反
の
風
評
が
収
ま
ら
な
い
状
況

(例
え
ば
'
元
和
二
年
正
月

二

日
の
細
川
忠
興
書
状

前
掲

『大
日
本
近
世
史
料

細
川
家
史
料
』

一
､

二

三
ち
)
の
､
軍
事
的
緊
張
が
み
な
ぎ

っ

て
い
た
幕
藩
体
制
成
立
期
の
東
北
地
方
に
あ
っ
て
は
､
軍
事
に
重
点
を
置
い
て
豊
臣
政
権
以
来
の
武
功
派
の
大
名

を
会
津

へ
配
置
し
た
が
､
こ
れ
は
当
時
の
武
断
的
な
幕
府
政
治
に
基
づ
い
た
判
断
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
武
断
か

ら
文
治

へ
と
幕
政
の
転
換
が
な
さ
れ
る
過
程
で
'
渡
辺
氏
論
文
の
言
う
よ
う
に
､
御
家
門
大
名
の
保
科
正
之
が
会

津

へ
入
部
し
､
彼
は
軍
事
で
は
な
-
儒
教
や
神
道
に
基
づ
-
理
想
的
な
政
治
を
行
っ
て
模
範
的
な
藩
政
を
実
践
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
た
｡
そ
れ
が
ひ
い
て
は
､
会
津
藩
の
自
己
認
識

｢奥
州
の
鎮
め
｣
の
実
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡

外
様
大
名
と
御
家
門
大
名
､
北
奥
と
南
奥
'
津
軽
氏
と
保
科
氏
は
'
家
格
の
面
で
も
'
地
域
的
な
側
面
で
も
相

違
は
明
ら
か
で
あ
り
'
両
氏
の
大
名
と
し
て
の
性
格
は
両
極
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
｡
し
か
し
両
者
と
も

に
藩
領
の
位
置
す
る
地
域
に
強
力
に
規
定
さ
れ
た
'
右
述
の
自
己
認
識
を
も
っ
て
近
世
を
生
き
抜
き
維
新
に
至
っ

た
｡
維
新
期
､
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
両
藩
の
対
処
の
在
り
方
に
も
'
や
は
り
近
世
の
自
己
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た

特
徴
の
一
部
が
表
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
近
衛
家
の
情
報
に
よ
っ
て
最
終
的
に
藩
論
を
転
換
し
て
新

近世東北大名の自己認識1門



政
府

へ
与
同
し
､
箱
館
戦
争
の
兵
端
基
地
と
な
っ
た
弘
前
藩
と
､
最
後
ま
で
幕
府

･
徳
川
家

へ
忠
義
を
尽
-
し
瓦

解
し
た
会
津
藩
｡
近
世
の
最
後
に
あ

っ
て
も
､
両
藩
の
政
治
姿
勢
は
両
極
の
よ
う
に
見
え
る
が
､
そ
れ
ら
は
と
も

に
各
々
の
地
域
で
培

っ
た
自
己
認
識
に
規
定
さ
れ
た
行
動
で
あ

っ
た
｡

紙
幅
の
関
係
か
ら
､
他
の
東
北
地
方
の
各
大
名
の
自
己
認
識
に
､
ほ
と
ん
ど
迫
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
今

後
の
課
題
と
し
た
い
｡
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