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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
稿
に
お
い
て
、
十
二
世
紀
の
貴
族
社
会
に
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
「
日
記
の
家
」
と
い
う
概
念
の
実

体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
さ
さ
や
か
な
試
み
を
く
り
返
し
て
き
た
。
ま
だ
ま
だ
未
解
明
の
問
題
は
多
く
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の

「
日
記
の
家
」
へ
の
理
解
を
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
日
記
、
ま
た
は
自
記
す
る
と
い
う
行
為
が

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
少
し
で
も
解
け
れ
ば
と
思
っ
て
行
な
っ
て
き
た
試
行
錯
誤
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
行
な
っ
て
き
た
考
察
は
お
も
に
、
王
朝
貴
族
た
ち
が
残
し
た
日
記
そ
の
も
の
の
中
に
材
料
を
求
め
、
彼
ら
の

日
記
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
な
る
べ
く
そ
れ
ら
の
史
料
を
多
角
的
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
日
記
の
家
」
を
立
体
的
に
復

元
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
が
、
最
近
そ
れ
が
貴
族
社
会
上
層
部
の
狭
い
社
会
に
限
定
さ
れ
な
い
広
範
囲
か
っ
底
の
深
い
実
体
を
も
っ
存
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在
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
今
ま
で
の
方
法
だ
け
で
は
視
界
が
限
定
さ
れ
、
そ
の
総
体
的
な
把
握
は
困
難
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
別
な
視
角
で
ζ

の
テ
l
マ
を
検
討
す
る
た
め
、
今
ま
で
あ
ま
り
使
用
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
古
文
書
を
素
材
の

中
心
に
置
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
貴
族
・
宮
人
層
の
「
家
」
で
は
、
日
記
・
記
録
が
、
家
記
と
し

て
そ
の
「
家
」
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
点
に
は
一
応
理
解
が
得
ら
れ
た
と
思
う
。
こ
の
家
記
を
様
々
な
方
法
で
形
成
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
「
家
」
は
「
日
記
の
家
」
化
し
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
日
記
文
化
を
醸
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
と
っ
て
、
家
記
に
含
ま
れ
る
日
記
（
特
に
父
祖
の
日
記
を
中
心
と
す
る
狭
義
の
家
記
）
は
、
実
用
品
で
あ
る
と

一
方
、
彼
ら
の
「
家
」
の
財
産
と
し
て
は
、
律
令

と
も
に
「
家
」
の
も
っ
と
も
重
要
な
財
産
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

封
禄
制
が
変
質
化
し
荘
園
制
が
広
範
囲
に
成
立
す
る
と
と
も
に
彼
ら
の
も
っ
と
も
主
要
な
経
済
基
盤
と
な
っ
た
荘
園
や
彼
ら
の
生
活
の
場

で
あ
る
家
地
が
あ
り
、
そ
の
相
続
に
あ
た
っ
て
は
、
死
後
の
紛
糾
を
避
げ
る
た
め
に
一
般
に
譲
状
（
処
分
状
）
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
作
成
さ

れ
、
譲
渡
者
か
ら
被
譲
渡
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
譲
状
に
記
載
さ
れ
て
譲
与
さ
れ
る
物
件
の
種
類
は
、
そ
の
作
成
者
の
所
属
す
る

社
会
的
階
層
に
よ
っ
て
極
め
て
様
々
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
そ
の
相
続
の
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
財
産
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
譲
与
対
象
物
と
し
て
記
載
さ
れ
、
具
体
的
に
は
所
領
・
所
職
・
家
地
な
ど
と
い
っ
た
不
動
産
の
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
今
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
「
日
記
の
家
」
化
し
た
貴
族
の
「
家
」
で
は
、
理
論
的
に
は
こ
れ
ら
不
動
産
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
家
」
の
重
要
な

財
産
で
あ
る
は
ず
の
日
記
の
類
も
そ
の
譲
状
に
譲
与
対
象
物
と
し
て
記
載
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

視
点
か
ら
、
平
安
中
期
以
降
、
中
世
に
か
け
て
多
数
残
さ
れ
て
い
る
譲
状
を
洗
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
も
「
日
記
の
家
」
の
実
体
を
探
る
道
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
譲
状
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
史
料
学
的
に
は
別
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
古
代
・
中
世

に
お
け
る
文
書
と
記
録
と
を
同
一
平
面
上
に
お
い
て
考
察
の
対
象
に
で
き
な
い
か
、
そ
う
し
て
単
に
ζ

れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
な

＼ 



表
面
的
・
形
式
的
な
比
較
検
討
で
は
な
く
、
両
者
が
そ
の
時
代
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
く
る
根
元
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
て
い
く
と
と
が
で

き
な
い
か
と
い
う
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
使
い
古
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
日
記
・
記
録
の
概
説
の
枠
組
を
一
日
一
は
捨
て
去
り
、
特
に

近
年
極
め
て
進
歩
し
つ
つ
あ
る
中
世
古
文
書
学
の
多
角
的
視
点
を
十
分
吸
収
し
て
、
そ
れ
ら
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ

の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
っ
と
も
啓
発
を
受
け
る
論
考
は
、
佐
藤
進
一
氏
の
「
中
世
史
料
論
」
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
第
一
章
「
文
書
と
記

録
の
間
」
に
お
い
て
、
「
差
出
者
と
受
取
者
の
聞
に
授
受
関
係
が
あ
り
、
受
取
者
に
対
し
て
働
き
か
げ
る
も
の
を
文
書
と
い
い
、
作
成
者
の

側
に
留
め
お
か
れ
て
、
他
へ
の
働
き
か
け
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
記
録
と
す
る
従
来
の
区
分
で
は
、
大
き
な
落
ち
こ
ぼ
れ
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
差
出
者
と
受
取
者
の
授
受
関
係
は
な
い
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
予
想
さ
れ
た
相
手
に
一
定
の
働
き
か
け
を
す
る
書
面
が
存
在
す
る
。
」

と
述
べ
ら
れ
、
戸
籍
や
引
付
・
事
発
日
記
な
ど
を
例
と
し
て
あ
げ
な
が
ら
、
主
と
し
て
機
能
論
の
立
場
か
ら
、
通
説
的
な
古
文
書
学
に
対

し
て
厳
し
い
批
判
を
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
古
文
書
学
サ
イ
ド
か
ら
の
提
言
を
、
日
記
・
記
録
に
つ
い
て
考
え
る
研
究
者
も
対
岸

の
火
事
と
し
て
静
観
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
記
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
答
え
る
た
め
に
も
是
非
吸
収
し
て
い

く
べ
き
視
角
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
書
と
記
録
の
問
題
の
解
明
に
対
し
て
必
要
な
論
点
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の

よ
う
な
こ
と
が
ま
ず
浮
ん
で
く
る
。
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
一
応
の
目
安
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

ω日
記
の
中
に
文
書
が
残
き
れ
る
場
合

こ
の
点
、
ま
ず
日
記
に
つ
い
て
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
説
明
で
も
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
て
き
た
例
紙
背
文
書
の
問
題
と
と
も
に
、

川
日
記
の
本
文
の
中
に
継
が
れ
た
り
写
さ
れ
た
り
し
た
文
書
の
も
つ
問
題
も
も
う
少
し
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な

形
式
・
内
容
の
文
書
が
日
記
と
一
体
化
し
、
逆
に
料
紙
と
し
て
紙
背
に
ま
わ
さ
れ
て
い
く
の
か
。
日
記
は
、
本
来
的
に
は
具
注
暦
の

間
明
き
に
書
き
込
ま
れ
て
い
く
暦
記
を
基
本
と
し
、
後
代
に
ま
で
そ
の
方
法
が
継
続
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
頻
繁
に
利
用
す

る
記
主
た
ち
の
実
用
品
と
し
て
様
々
な
形
の
部
類
記
が
作
成
さ
れ
、
書
写
が
く
り
返
さ
れ
た
。
ま
た
、
記
主
自
身
の
地
位
に
も
よ
る

が
、
種
々
の
儀
式
・
政
務
に
活
動
す
る
聞
に
、
文
書
を
日
記
の
中
に
そ
の
ま
ま
張
り
継
い
だ
り
、
写
し
て
お
か
な
叫
り
れ
ば
な
ら
な
か

譲
状
と
「
日
記
の
家
」
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四

づ
た
人
々

（
例
え
ば
、
本
論
で
と
り
上
げ
る
勧
修
寺
流
藤
原
氏
な
ど
の
実
務
官
僚
ク
ラ
ス
の
貴
族
）
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の

日
記
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
文
書
は
日
記
と
様
々
な
形
で
接
合
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
日
記
の
中
に
入
り
込
ん
だ
結
果
、
本
来

の
文
書
と
し
て
の
機
能
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
効
力
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ω文
書
の
中
に
日
記
が
み
え
る
場
合

今
日
残
存
す
る
文
書
、
特
に
中
世
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
細
か
く
見
て
い
く
と
様
々
な
形
で
日
記
に
関
す
る
情
報

が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。
本
論
で
問
題
に
す
る
譲
状
の
類
以
外
に
も
、
書
状
や
解
・
申
状
な
ど
の
上
申
文
書
の
中
に
も
見
出
せ
る
し
、

日
記
と
い
う
名
称
を
も
っ
文
書
も
し
ば
し
ば
散
見
す
る
。
そ
れ
ら
か
ら
、
当
時
の
存
在
形
態
を
追
っ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ω日
記
そ
の
も
の
が
文
書
と
同
じ
機
能
を
果
す
場
合

ま
ず
、
例
中
世
社
会
に
生
じ
る
種
々
の
訴
訟
・
争
論
の
際
、
日
記
は
ど
の
程
度
証
拠
力
を
持
ち
得
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
氏
が
『
東
寺
百
合
文
書
』
を
例
と
し
て
、
譲
状
よ
り
は
証
拠
力
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
例
え
ば
、
『
平
戸
記
』
に
は
、
朔
日
一
冬
至
の
御
暦
奏
の
時
、
暦
案
を
安
倍
氏
出
身
の
陰
陽
頭
が
鼻
く
か
否
か
の
先
例
の
典
拠
を

め
ぐ
っ
て
、
日
記
の
証
拠
力
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
し
、
祇
園
社
で
は
、
執
行
職
を
め
ぐ
る
争
論
の
際
に
自
分
の
正

統
性
の
根
拠
と
し
て
、
父
祖
の
日
記
が
室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
も
っ
と
他
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
、
広
く

史
料
を
集
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
記
の
果
し
た
役
割
が
、
単
に
儀
式
作
法
の
備
忘
の
み
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
理
解

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
次
に

ω日
記
の
中
に
記
さ
れ
る
子
孫
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
、
自
分
の

子
孫
に
相
伝
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
貴
族
の
日
記
に
は
、
そ
の
よ
う
な
部
分
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、

『
中
右
記
』
や
『
台
記
』
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
遺
誠
的
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
譲
状
や
置
文
な
ど

の
文
書
の
形
式
の
中
で
記
さ
れ
た
も
の
と
ど
の
よ
う
に
機
能
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
日
記
の
本
文
で
は
な
く
奥
書
な
ど
に
見

え
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
更
に
例
日
記
に
は
、
重
要
な
儀
式
な
ど
の
場
合
、
そ
れ
に
出
席
し
自
記
し
た
者
が
、
何
ら
か
の
理
由



で
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
、
自
発
的
に
ま
た
は
依
頼
さ
れ
て
、
そ
の
日
、
ま
た
は
何
日
か
分
の
日
記
を
送
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
送
ら
れ
た
者
の
日
記
の
中
に
前
述
の
文
書
の
場
合
と
同
様
、
張
り
継
が
れ
た
り
写
さ
れ
た
り
し

て
一
体
化
す
る
。
そ
の
授
受
が
対
等
な
者
同
志
の
聞
で
な
さ
れ
る
場
合
は
と
も
か
く
、
身
分
的
に
違
う
場
合
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の

機
能
が
存
在
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
王
朝
国
家
内
部
に
お
い
て
、
「
日
記
の
家
」
は
、
上
は
摂
関
家
か
ら
下

は
地
下
官
人
に
至
る
ま
で
重
層
的
に
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
下
か
ら
上
へ
流
れ
る
日
記
は
、
家
司
・
家
人
関
係
が
あ
る
場
合
、

た
と
え
儀
式
の
記
事
で
あ
っ
て
も
報
告
書
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
も
う
一
点
、
同
中
世
に
は
夢
記
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
作
ら
れ
た
。
自
分
に
と
っ
て
、
ま
た
身
近
な
者
や
知
人
な
ど
に

と
っ
て
意
味
の
あ
り
そ
う
な
夢
を
見
た
場
合
、
そ
の
年
月
日
と
と
も
に
夢
の
内
容
を
記
し
、
メ
モ
と
し
て
残
し
た
り
、
関
係
の
あ
る

相
手
に
送
っ
た
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
．
る
。
一
方
、
「
中
右
記
』
や
『
玉
葉
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
記
主
た
ち
は
自
分
の
見

た
夢
を
し
ば
し
ば
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
の
行
為
の
聞
に
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
日
記
を
記
す
こ
と

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
示
唆
す
る
本
質
的
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

以
上
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
思
い
つ
き
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
必
要
な
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
な
っ
た

と
思
う
。
た
だ
し
、
本
来
な
ら
ば
、
こ
こ
で
と
り
上
げ
る
日
記
に
関
わ
る
譲
状
の
問
題
に
入
る
前
に
、
当
該
期
に
お
け
る
譲
状
一
般
に
つ

い
て
、
例
え
ば
そ
の
発
生
の
問
題
や
形
式
・
機
能
な
ど
の
問
題
を
、
相
続
法
や
中
世
的
文
書
主
義
な
ど
の
問
題
と
と
も
に
叙
述
す
る
必
要

が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
能
力
的
に
も
、
ま
た
限
ら
れ
た
紙
面
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
困
難
で
あ
り
省
略
し
た
。

註

〈

1
）
拙
稿
A
「
日
記
の
家
」
（
『
九
州
史
学
』
倒
、
昭
和
六
十
年
）
、

B
「
外
記
日
記
と
『
日
記
の
家
』
」
（
『
九
州
史
学
」
町
、

C

2
中
右
記
』
と
「
日
記
の
家
』
」
（
『
文
学
』
揚
載
予
定
）
。

『
平
安
遺
文
』
に
よ
る
と
、
廷
喜
九
（
九
O
九
）
年
の
民
安
占
子
家
地
処
分
状
（
二

O
二
号
）
が
も
っ
と
も
古
い
。

昭
和
六
十
二
年
）
、

（

2
）
 

議
状
と
「
日
記
の
家
」

五



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

占

ノ、

4 3 

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
お
（
昭
和
五
十
一
年
）
。

例
え
ば
、
藤
原
公
賢
の
日
記
『
園
太
暦
』
は
、
現
存
の
も
の
は
抄
写
本
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
部
分

が
多
い
。
特
に
最
晩
年
の
延
文
五
年
の
分
は
、
他
人
の
筆
記
や
書
状
の
み
を
張
り
継
い
で
日
記
の
代
わ
り
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
甘

露
寺
親
長
の
抄
写
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
を
「
記
代
」
と
号
し
て
い
た
と
い
う
。

『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
（
弘
文
堂
、
昭
和
十
三
年
）
一
ニ
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

仁
治
元
年
閏
十
月
二
十
二
日

1
二
十
五
日
条
。

『
八
坂
神
社
文
書
』
八
七
五
、
一
枇
務
執
行
宝
寿
院
顕
縁
請
文
（
永
享
三
年
八
月
二
十
一
日
付
）
。

保
安
元
年
六
月
十
七
日
条
。

康
治
元
年
十
二
月
三
十
日
条
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
現
存
の
『
中
右
記
』
に
は
百
五
十
余
の
夢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
玉
葉
』
に
み
え
る
夢
に
つ
い
て
は
、
菅
原
昭
英
「
夢
を

信
じ
た
世
界
九
条
兼
実
と
そ
の
周
囲
」
（
『
日
本
学
』

5
、
昭
和
五
十
九
年
）
参
照
の
こ
と
。

山
田
渉
「
中
世
的
土
地
所
有
と
中
世
的
所
有
権
」
（
『
一
九
八
三
年
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
』
）
。

（

5）
 

（

6
）
 

（

7）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

一
、
日
記
・
記
録
の
み
え
る
譲
状

佐
藤
進
一
氏
の
『
古
文
書
学
入
門
』
に
よ
れ
ば
、
譲
状
と
は
、
「
所
領
・
資
財
な
ど
の
財
産
等
を
譲
渡
す
る
と
き
に
、
譲
渡
者
が
作
成
し

て
被
譲
渡
者
に
与
え
る
文
書
」
で
あ
り
、
別
に
譲
文
と
か
処
分
状
と
も
い
わ
れ
た
証
文
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
当
時
作

成
さ
れ
た
文
書
で
、
一
見
譲
状
的
な
記
載
内
容
を
持
っ
て
い
る
処
分
目
録
や
置
文
な
ど
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
氏
は
「
譲
状
に
類
す
る
も
の
」

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
は
「
処
分
者
の
一
方
的
な
意
志
表
示
」
の
み
が
記
さ
れ
、
譲
状
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
譲
与
文
言
を

欠
き
、
鎌
倉
幕
府
で
は
証
文
と
し
て
の
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
譲
状
と
の
違
い
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
お
お
む
ね
従
う
べ

き
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
前
述
し
た
よ
う
な
問
題
提
起
の
一
環
と
し
て
、
財
産
と
し
て
の
所
領
・
所
職
な
ど
と
同
様
、
譲
与
の
対
象
と
な

り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
っ
た
性
格
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
日
記
・
記
録
の
類
が
、
譲
与
対
象
物
と
し
て
人
々



に
い
か
に
意
識
さ
れ
文
書
の
世
界
に
表
わ
さ
れ
た
か
を
探
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
い
。
そ
の
た
め
佐
藤
氏
の
理
解
を
基
本
と
し
な

が
ら
も
、
も
う
少
し
広
く
譲
状
の
範
囲
を
考
え
て
、
こ
こ
で
は
処
分
目
録
・
置
文
の
類
も
含
め
て
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

本
章
に
掲
げ
た
日
記
・
記
録
の
み
え
る
譲
状
と
い
う
テ
l
マ
の
譲
状
の
部
分
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
想
定
し
て
い
る
が
、

日
記
・
記
録
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
対
象
と
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
史
料
と
し
て
独
立
し
て
存
在
す
る
場
合
で
は
な
く
、

文
書
の
記
載
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
を
対
象
と
す
る
場
合
、
ひ
と
一
言
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
譲
与
対
象
物

と
し
て
の
日
記
・
記
録
が
、
誰
ぞ
れ
の
日
記
と
か
「
中
右
記
」
「
玉
葉
」
と
い
っ
た
記
名
で
譲
状
の
中
に
記
さ
れ
、
そ
れ
と
す
ぐ
判
断
で
き

る
場
合
は
と
も
か
く
、
単
に
「
文
書
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
『
鎌
倉
遺
文
』
な
ど
の
史
料
集
を
聞

い
て
、
中
世
社
会
に
お
い
て
極
め
て
多
数
作
成
さ
れ
た
譲
状
の
類
を
少
し
で
も
垣
間
見
ら
れ
た
方
に
は
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
多
く
に
、
公
験
や
本
券
・
手
継
な
ど
と
表
現
さ
れ
た
文
書
が
、
所
領
・
所
職
な
ど
の
譲
与
対
象
物
と
と
も
に
「
相
副
」
と
か
「
副
渡
」

と
い
う
形
で
相
伝
さ
れ
て
い
る
。
当
時
に
は
そ
の
よ
う
な
所
有
の
合
法
性
を
証
明
す
る
文
書
を
と
も
な
わ
な
い
譲
与
（
無
券
文
譲
与
）
も

確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
、
中
世
社
会
に
お
い
て
証
文
と
な
る
文
書
が
、
一
種
の
。
も
の
。
と
し
て
、
本
来
そ
れ
ら
が
発
給
さ
れ

た
事
態
・
関
係
か
ら
遊
離
し
て
機
能
す
る
力
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
理
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
譲
与
対
象
物
に
関
す

る
過
去
に
存
在
し
た
あ
る
状
態
の
記
録
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
と
で
問
題
と
す
る
「
文
書
」
の
中
に
含
め
て
考
え
て
い
く
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
は
、
日
記
・
記
録
の
実
体
を
究
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
た
め
、
一
応
ぞ
れ
ら
は
こ
こ
で
扱
う
「
文
書
」

か
ら
除
外
し
、
「
文
書
」
と
表
現
さ
れ
て
い
て
も
日
記
・
記
録
が
主
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
み
に
限
定
し
て
検
討
し
て
い
く
。
ま

た
逆
に
、
「
相
副
」
え
ら
れ
た
証
文
類
の
中
に
日
記
・
記
録
が
見
え
る
場
合
、
主
た
る
譲
与
対
象
物
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
表

記
の
上
で
一
応
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
考
察
の
範
囲
に
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
譲
状
の
現
わ
れ
始
め
る
平
安
中
期
か
ら
室
町
初
期
（
応
永
期
噴
）
ま
で
を
一
応
の
時
間
的
な
範
囲
と

し
て
、
日
記
・
記
録
の
み
え
る
譲
状
（
以
下
、
便
宜
的
に
記
録
譲
状
、
ま
た
は
単
に
譲
状
と
し
て
表
記
す
る
）
を
収
集
し
整
理
し
て
み
る

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

七



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

/¥ 

と
一
七

i
一
八
ペ
ー
ジ
所
載
の
表
①
の
よ
う
に
な
る
。
短
期
間
の
調
査
で
あ
り
、
か
つ
活
字
化
さ
れ
た
史
料
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
遺
漏
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
後
日
補
訂
に
努
め
る
と
し
て
、
本
論
で
は
こ
の
表
①
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
を
主
な
素
材
と
し
て
論
を
進

め
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
表
①
の
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
大
ま
か
な
知
見
を
提
示
し
、
総
体
的
な
理
解
が
得
ら
れ
た
後
、

次
章
以
下
で
い
く
つ
か
の
譲
状
を
更
に
具
体
的
に
検
討
す
る
。

註

（1
）
法
政
大
学
出
版
会
、
初
版
昭
和
四
十
六
年
、
二
五
二
ペ
ー
ジ
以
下
。
な
お
本
稿
で
は
第
九
刷
を
使
用
し
た
。

（2
）
笠
松
宏
至
「
本
券
な
し
」
（
「
史
学
雑
誌
』
剖
｜
2
、
昭
和
五
十
年
、
後
に
同
氏
『
日
本
中
世
法
史
論
』
所
収
）
。

（3
）
は
じ
め
に
の
註

ωの
山
田
論
文
。
官
野
文
夫
「
本
巻
と
手
継
｜
中
世
前
期
に
お
け
る
土
地
証
文
の
性
格
l
」
（
『
日
本
史
研
究
』
加
、

年）。
譲
与
対
象
物
と
し
て
所
領
・
所
職
を
書
き
並
べ
る
の
で
は
な
く
、

状
も
中
世
社
会
に
は
存
在
し
て
い
る
。

昭
和
六
十
一

（

4
）
 

そ
れ
ら
に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
証
文
類
を
対
象
と
し
て
作
成
さ
れ
た
譲

二
、
記
録
譲
状
の
発
生

収
集
し
た
記
録
譲
状
を
古
い
も
の
か
ら
順
に
並
べ
た
こ
の
表
①
か
ら
ま
ず
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
十
二
世
紀
後
半
に
現
わ
れ
、

一
応
調
査
の
下
限
と
し
た
十
五
世
紀
前
半
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
継
続
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
①
に
は
掲
載
し
な
か
っ

た
が
、
『
九
条
家
文
書
』
に
は
十
五
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
九
条
政
基
の
記
録
譲
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

一
般
の
譲
状
と
同
様
、
中
世
を
通
じ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
と
見
倣
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
更
に
も
う
少
し
時
間
的
に
区
切
っ
て
考
え

て
み
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
十
二
世
紀
後
半
の
も
の
が
一
通
、
十
三
世
紀
前
半
が
八
通
、
後
半
が
八
遇
、
十
四
世
紀
前
半
が
十
二
通
、
後
半

が
七
遇
、
そ
し
て
十
五
世
紀
前
半
の
も
の
が
四
通
と
い
う
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
、
十
五
世
紀
以
降
の
調
査
は
不
十
分
に
し
て
も
、
佐
藤



氏
が
一
般
の
譲
状
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
「
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
最
も
多
く
、
種
々
の
様
式
の
も
の
が
見
ら
れ
、
室
町
時
代
以
降

急
激
に
減
少
す
る
」
と
い
う
見
解
と
も
ほ
ぽ
一
致
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
記
録
譲
状
が
作
成
さ
れ
始
め
た
時
期
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
譲
状
自
体
、
こ
こ
で
お
も
な
対
象
の
一
つ
と
な
る
貴
族
階
層
の
も
の
も
含
め
て
、
十
世
紀
頃
か
ら
現
わ
れ
て
お
り
、
一
方
、
記

録
譲
状
の
譲
与
対
象
物
の
中
核
と
な
る
貴
族
個
人
を
記
主
と
す
る
日
記
も
同
時
期
か
ら
そ
の
存
在
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ

が
合
体
し
た
記
録
譲
状
の
出
現
が
、
そ
れ
ら
に
か
な
り
遅
れ
て
十
二
世
紀
後
半
、
特
に
十
三
世
紀
以
降
に
多
く
な
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

記
録
譲
状
自
体
、
三
百
年
程
の
聞
に
わ
ず
か
四
十
通
の
サ
ン
プ
ル
し
か
見
出
し
え
な
い
状
況
な
の
で
あ
り
、
史
料
残
存
の
偶
然
性
に
帰
国

す
る
面
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
を
通
じ
て
起
こ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
日
記
の
記
主
と
そ
の
日
記
と
の
聞
の
関
係
の

変
化
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
す
ま
せ
る
訳
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

別
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
『
中
右
記
』
の
記
主
藤
原
宗
忠
は
、
そ
の
「
家
」
を
「
日
記
の
家
」
た
ら
し
め
る
た
め
、
家
記
と
い
う
も
の

の
形
成
に
対
し
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
多
大
の
努
力
を
払
っ
た
。
宗
忠
の
よ
う
に
家
記
形
成
に
執
着
し
た
貴
族
は
当
時
少
な
く
な
か
っ
た
と

推
定
さ
れ
、
彼
ら
の
努
力
の
結
果
、
日
記
が
家
記
と
し
て
、
儀
式
・
政
務
に
関
す
る
単
な
る
メ
モ
の
集
積
で
は
な
く
、
彼
ら
の
「
家
」
を

象
徴
し
、
更
に
彼
ら
の
活
動
を
も
規
制
し
う
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
ま
で
は
相
伝
に
際
し
て
あ
ま

り
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
日
記
・
記
録
が
、
彼
ら
の
譲
状
の
中
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
存
在
に
ま
で
お
し
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
は
強
い
。

偶
然
と
は
い
え
、
記
録
譲
状
の
初
見
が
、
や
や
文
書
自
体
に
疑
い
が
残
る
に
し
て
も
、
藤
原
宗
忠
の
子
息
宗
能
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
収
集
し
た
記
録
譲
状
（
特
に
貴
族
た
ち
の
作
成
し
た
も
の
）
の
中
に
、
家
記

ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
語
が
散
見
す
る
こ
と
、
た
と
え
そ
う
い
っ
た
語
が
な
く
と
も
、
「
家
」
と
の
関
係
で
譲
与
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が

多
く
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
推
定
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の
日
記
・
記
録
が

そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
譲
状
な
ど
に
厳
密
に
記
載
さ
れ
て
相
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
世
社
会
に

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

九



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

。

お
い
て
、
団
地
や
家
地
な
ど
不
動
産
の
相
続
に
は
、
譲
状
や
売
券
な
ど
の
手
継
証
文
が
作
成
さ
れ
て
相
続
さ
れ
る
有
券
文
相
続
と
、
そ
う

い
っ
た
証
文
類
が
作
成
さ
れ
な
い
で
相
続
さ
れ
る
無
券
文
相
続
、
吏
に
そ
の
中
間
的
な
方
法
と
し
て
、
手
継
H
譲
状
を
作
ら
ず
、
本
券
の

相
承
の
み
に
よ
る
相
続
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
不
動
産
で
さ
え
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
衣
類
・
道
具
類
と
同
様
、
一
応
動

産
で
あ
る
日
記
・
記
録
類
の
場
合
、
そ
の
も
の
自
体
を
譲
与
し
た
い
者
に
手
渡
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
す
む
訳
で
あ
り
、
た
と
え
競
合
し

た
場
合
に
も
、
書
写
な
ど
の
行
為
に
よ
っ
て
増
殖
が
あ
る
程
度
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
記
録
譲
状
が
作
成
き
れ
る
時
代
と
な

っ
て
も
、
基
本
的
に
は
無
券
文
相
続
が
広
く
な
さ
れ
続
け
て
い
た
と
思
う
。
問
題
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
性
質
を
本
来
的
に
も
つ
日
記
・

記
録
が
、
「
家
」
を
象
徴
し
、
貴
族
た
ち
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
家
領
や
、
生
活
の
場
で
あ
る
家
地
な
ど
と
と
も
に
譲
状
に
記
載
さ
れ
得
る

よ
う
な
存
在
に
な
り
え
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
点
、
例
え
ば
量
的
な
問
題
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
貴
族
の
日
記
は
、
一
人
分
で
さ
え
生
涯
に
わ
た
っ
て
記
し
続
付
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
相
当
な
分
量
に
な
っ
た
上
、
何
代
か
に
わ
た
っ
て
他
人
の
日
記
も
含
め
て
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
摂
関
家
の
場
合
な

ど
の
よ
う
に
膨
大
な
分
量
の
日
記
が
譲
与
の
対
象
と
な
る
場
合
が
出
て
き
た
。
当
時
の
貴
族
社
会
で
は
、
大
量
の
日
記
を
家
記
と
し
て
集

積
す
る
「
家
」
が
「
富
二
文
書
一
家
」
と
し
て
人
々
の
関
心
の
的
と
な
り
、
一
つ
の
格
式
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
で
は
、
書
写
に
よ
っ
て
増
殖
し
分
与
す
る
に
し
て
も
、
労
力
的
に
限
界
が
生
じ
て
く
る
し
、
誤
写
に
よ
る
幣
害
も
伴
な
う
訳
で

あ
る
か
ら
、
譲
与
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
も
現
物
を
そ
の
ま
ま
与
え
ら
れ
る
方
が
よ
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
特
に
重
要
な
日
記
の

場
合
の
み
、
書
写
に
よ
っ
て
で
も
手
に
入
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
旦
次
代
に
相
続
さ
れ
て
し
ま
っ
た
日
記
を
借
り
出
し

て
書
写
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
兄
弟
で
あ
っ
て
も
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
史
料
の
中
に
散
見
す
る
。
別
稿
で
も

触
れ
た
よ
う
に
、
藤
原
宗
忠
は
叔
父
宗
通
に
対
し
て
祖
父
俊
家
の
「
大
宮
右
大
臣
殿
御
記
」
を
な
か
な
か
見
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、

『
山
棋
記
』
の
記
主
藤
原
忠
親
は
、
兄
忠
雅
が
「
年
来
有
一
一
榔
秘
蔵
気
一
」
に
よ
っ
て
な
か
な
か
書
写
き
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
「
故
殿
御
記
」

（
父
忠
宗
の
日
記
）
を
「
不
披
露
井
不
伝
女
子
」
と
い
う
条
件
で
や
っ
と
貸
し
て
も
ら
い
、
喜
び
い
き
ん
で
書
き
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の



場
合
、
相
伝
者
の
側
の
意
識
に
は
、
父
祖
の
日
記
（
狭
義
の
家
記
）
は
「
家
嫡
」
た
る
者
が
相
伝
す
べ
き
も
の
と
い
う
考
え
方
が
育
ま
れ

て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
記
・
記
録
が
単
な
る
実
用
品
の
レ
ベ
ル
を
越
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
顕
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
記
主
自
筆
の
日
記
（
「
本
書
」
と
か
「
正
本
」
「
自
筆
記
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
）

を
重
視
す
る
傾
向
が
こ
の
時
期
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
十

1
十
一
世
紀
頃
に
か
な
り
記
さ
れ
た

は
ず
の
貴
族
の
日
記
も
、
今
日
有
名
な
道
長
の
も
の
を
除
い
て
自
筆
原
本
で
は
ほ
と
ん
ど
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
単
に
史
料
と
し

て
の
残
存
性
の
問
題
だ
け
で
は
把
え
き
れ
な
い
面
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
千
年
近
い
年
月
が
過
ぎ
去
っ
た
今
日
と
異
な
り
、
十
二
世
紀
段
階
で
は
、
そ
れ
以
前
の
日
記
の
自
筆
原
本
が
か
な
り
残
存
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
記
主
の
自
筆
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
大
事
に
保
存
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
偶

然
的
に
残
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
道
長
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
『
北
山
抄
』
の
作
者
藤
原
公
任
は
、
「
故
殿
御
記
」
（
実

頼
の
日
記
）
の
自
筆
本
を
そ
の
ま
ま
切
続
い
で
部
類
記
を
作
成
し
て
、
「
為
ν
宗
外
事
己
為
一
一
本
古
一
、
文
焼
失
了
」
と
い
う
有
様
だ
っ
た
し
、

十
二
世
紀
に
入
っ
て
で
あ
る
が
、
父
宗
俊
の
遺
言
と
は
い
え
、
大
宮
右
大
臣
流
の
故
実
作
法
の
源
泉
と
し
て
重
視
し
て
い
た
祖
父
俊
家
の

日
記
や
父
の
日
記
を
供
養
の
た
め
の
経
の
料
紙
と
し
て
破
却
し
た
宗
忠
の
場
合
も
、
自
筆
原
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
執
着
し
て
い
る
よ
う
な

意
識
は
看
取
さ
れ
な
い
。
当
該
期
の
天
皇
の
日
記
で
も
、
醍
醐
・
村
上
二
天
皇
の
日
記
は
、
「
ニ
代
御
記
」
と
し
て
早
い
時
期
か
ら
殿
上
に

お
い
て
公
開
さ
れ
、
貴
族
た
ち
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
管
理
は
か
な
り
杜
撰
で
あ
り
、
自
筆
原
本
だ
か
ら
と
い

っ
て
重
視
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
う
形
跡
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
十
一
世
紀
に
至
っ
て
も
、
後
朱
雀
天
皇
や
後
三
条
天
皇
の

日
記
の
よ
う
に
大
事
に
保
管
さ
れ
て
伝
来
し
て
い
く
日
記
も
あ
れ
ば
、
後
冷
泉
天
皇
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
そ
の
存
在
の
有
無
さ
え
も
知
ら

れ
ず
、
死
後
そ
の
乳
母
の
子
孫
に
流
失
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ
っ
た
。
少
な
い
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
十
二
世
紀
前
半
ぐ
ら
い
ま
で
は
、

日
記
を
あ
く
ま
で
実
用
品
と
見
倣
し
、
そ
の
内
容
が
第
一
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
早
く
摂
関
家

と
し
て
固
定
し
た
「
家
」
を
形
成
し
た
道
長
の
嫡
流
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
質
的
な
家
祖
で
あ
る
道
長
の
自
筆
日
記
を
「
家
」
の
宝
物
的

譲
状
と
「
日
記
の
家
」



一一一

存
在
と
し
て
早
く
か
ら
重
視
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
で
に
道
長
の
孫
師
実
の
段
階
で
そ
の
写
本
が
作
ら
れ
、
日
常
の
利
用
に
は
そ

ち
ら
の
方
が
供
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
（
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
筆
の
ま
ま
で
は
極
め
て
読
み
に
く
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
て

そ
の
子
師
通
・
孫
の
忠
実
の
日
記
に
も
、
現
存
の
彼
ら
の
日
記
を
見
る
隈
り
写
本
の
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
中
昌
夫
の
場
合
、
自
身

の
儀
式
作
法
の
規
範
と
し
て
、
道
長
の
日
記
を
、
父
師
通
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
頻
繁
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
上
、
新
し
く

作
っ
た
文
蔵
（
「
車
倉
」
）
に
初
め
て
置
い
た
文
が
「
御
堂
御
記
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
多
分
こ
の
文
蔵
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

（却）

忠
実
自
筆
の
日
記
目
録
の
冒
頭
に
や
は
り
道
長
の
日
記
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
摂
関
家
の
家
記
に
お
け
る
道

長
の
日
記
の
も
つ
象
徴
的
地
位
は
こ
の
忠
実
の
時
に
一
つ
の
画
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
忠
実
は
、
他
の
父
祖

の
日
記
も
合
わ
せ
て
、
単
な
る
儀
式
・
政
務
の
典
拠
以
上
の
存
在
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
看
取
さ
れ
る
。

宮
世
一
階
、
俊
一
、
一
全
勝
手
相
官
官
壬
長
、
県
町
一
昨
先
年
付
属
品
開
酔
了
、
今
日
使
前
肥
後
権
守
頼
賢
耐
乞
之
、
即
付
頼
賢
返
奉
之
、
前
筑
前
守

清
高
訳
、
承
関
白
仰
大
突
、
開
書
倉
、
取
納
御
記
之
植
、
授
頼
賢
一
耶
々
、
（
『
台
記
』
仁
平
元
年
正
月
三
日
条
、
傍
点
松
菌
、
以
下
同
じ
）

こ
の
日
、
忠
実
は
自
分
と
不
和
と
な
っ
た
子
息
の
関
白
忠
通
か
ら
、
以
前
に
与
え
て
い
た
祖
父
師
実
（
京
極
殿
）
と
父
師
通
（
後
二
条
殿
）

の
日
記
の
「
正
文
」
を
使
者
を
遣
わ
せ
て
取
戻
し
た
の
で
あ
り
、
史
料
は
な
い
が
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
も
う
一
人
の
子
息
頼
長
に
与
え
た
の

だ
ろ
う
。
こ
の
頼
長
に
対
し
て
は
、
久
安
元
（
一
一
四
五
）
年
に
も
、
師
実
の
御
物
で
あ
る
「
律
令
格
式
」
や
「
除
目
叙
位
官
奏
格
記
」
な

｛詑）

ど
の
「
家
重
宝
」
を
「
家
」
の
継
承
の
意
図
の
下
に
与
え
て
い
る
。
更
に
こ
の
記
事
の
よ
う
に
家
嫡
で
あ
っ
た
忠
通
に
一
度
は
譲
り
な
が

ら
、
こ
こ
に
至
っ
て
強
引
に
悔
返
し
て
頼
長
に
与
え
た
こ
れ
ら
父
祖
の
日
記
の
「
正
文
」
に
は
、
こ
の
「
家
」
の
嫡
流
た
る
こ
と
を
象
徴

す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
よ
う
な
廟
堂
の
最
上
部
に
君
臨
し
て
い
た

者
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
家
記
に
対
す
る
意
識
が
、
当
時
の
貴
族
社
会
全
般
に
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
十
四
世
紀
後
半
の
例
で
は
あ
る
が
、
表
①
の
お
に
示
し
た
勘
解
由
小
路
兼
網
の
譲
状
に
は
、
「
三
代
御
記
井
抄
出
家
記

酬
サ
四
時
鵬
等
、
殊
可
秘
蔵
、
於
E
’

T
骨
骨
不
号
世
間
即
日
介
、
但
勅
定
井
両
前
博
陸
教
命
難
遁
者
、
不
経
再
（
配
）
可
申
出
、
凡
相
構
令
書
写

譲
状
と
「
日
記
の
家
」



可
進
入
、
代
々
御
所
為
皆
如
此
、

E
荒
涼
事
為
用
捨
也
」
と
あ
り
、
傍
点
を
付
し
た
部
分
か
ら
は
「
正
本
」
重
視
の
傾
向
を
は
っ
き
り
と

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
家
記
を
見
せ
よ
と
い
う
天
皇
・
院
（
治
天
の
君
）
や
摂
関
家
な
ど
の
逃
れ
難
い
命
令
に
対

し
て
も
あ
く
ま
で
「
正
本
」
は
出
さ
ず
、
必
要
な
部
分
を
書
写
し
て
進
覧
す
る
こ
と
が
父
祖
「
代
々
御
所
為
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
更
に
「
三
代
御
記
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
み
え
る
「
三
代
御
記
」
は
前
後
の
記
載
状
況

か
ら
推
測
す
る
と
、
一
般
的
に
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
の
三
天
皇
の
日
記
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
譲
状
を
作
成
し

た
兼
綱
の
直
系
の
三
代
の
父
祖
、
つ
ま
り
曾
祖
父
経
光
・
祖
父
兼
仲
・
父
光
業
の
三
人
の
日
記
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
譲
状
に
お
い

て
兼
綱
に
重
視
さ
れ
た
「
正
本
」
と
は
こ
の
「
三
代
御
記
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
兼
網
の
家
記
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
日
記

の
地
位
は
、
前
述
し
た
摂
関
家
に
お
け
る
道
長
以
下
の
代
々
の
日
記
と
同
等
の
比
重
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
『
九
条
家

文
書
』
所
収
の
天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
の
九
条
植
通
記
録
覚
書
に
は
「
三
代
正
記
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
、
そ
の
割
注
に
「
玉
葉
」
と

の
み
見
え
る
が
、
実
際
に
は
同
文
書
所
収
の
九
条
忠
教
秘
蔵
記
録
覚
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
殿
暦
」
（
中
葉
の
日
記
）
・
「
峯
殿
御
記
」
（
道

家
の
日
記
、
「
正
本
三
・
四
巻
在
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
こ
の
「
家
」
の
直
系
の
父
祖
の
日
記
を
含
め
て
そ
う
呼
ん
で
い
る
と
推
定
さ
れ

る
。
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
成
立
し
て
い
っ
た
貴
族
の
「
家
」
の
内
部
で
は
、
そ
の
家
記
（
根
本
家
記
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
）
に

対
し
て
、
こ
こ
で
見
た
兼
綱
や
稿
通
の
使
用
し
た
表
現
が
広
範
囲
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
当
時
の
貴
族
（
公

家
）
社
会
に
お
け
る
「
正
本
」
重
視
の
傾
向
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
あ
く

ま
で
実
用
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
時
代
と
は
異
な
り
、
「
正
本
」
と
い
う
、
書
写
な
ど
の
手
段
で
は
増
殖
不
可
能
な
日
記
の
、
「
日
記
の

家
」
に
お
け
る
地
位
を
高
か
ら
し
め
、
ひ
い
て
は
争
奪
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
、
譲
状
に
日
記
・
記
録
が
記
載
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
記
録
譲
状
の
発
生
に
よ
り
、
「
日
記
の
家
」
は
更
に
成
熟
し
た
段
階
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推

測
し
え
よ
う
。議

状
と
「
日
記
の
家
」



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

四

註

（1
）
『
九
条
家
文
書
』
て
（
図
書
寮
叢
刊
）
三
十
二
号
、
文
明
十
四
年
十
一
月
十
九
日
付
。

（2
）
第
一
章
註
（
1
）
佐
藤
氏
著
書
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
。

（3
）
『
平
安
遺
文
』
の
中
に
み
え
る
譲
状
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
文
書
は
約
二
四

O
通
程
で
あ
り
、
そ
の
内
、
貴
族
階
層
（
女
子
も
含
む
）

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
二
十
通
余
り
あ
る
。
十
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
『
門
葉
記
』
巻
河
に
所
収
さ
れ

た
藤
原
師
輔
（
九
条
右
丞
相
）
の
応
和
元
（
九
六
ご
年
六
月
五
日
付
の
譲
状
が
挙
げ
ら
れ
る
。

和
田
英
松
「
日
記
に
就
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
担
｜
叩
、
大
正
二
年
）
。

は
じ
め
に
の
註
（
1
）
C
論
文
。

「
平
安
遺
文
』
の
編
者
竹
内
理
三
氏
は
、
こ
の
宗
能
の
譲
状
案
と
同
遺
文
一
九
九
四
号
の
宗
忠
の
越
後
国
小
泉
庄
の
譲
状
案
に
つ
い
て
、

「
本
書
梢
疑
ハ
シ
」
と
い
う
注
記
を
加
え
て
い
る
。
一
方
、
戸
田
芳
実
氏
は
『
中
右
記
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
』
（
そ
し
え
て
、
昭
和
五
十

四
年
）
の
第
五
章
（
四
、
公
家
の
日
記
と
文
書
の
項
）
に
お
い
て
、
こ
の
両
文
書
の
竹
内
氏
の
注
記
に
つ
い
て
触
れ
、
取
り
扱
い
に
慎
重

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
一
概
に
捨
て
難
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
」
と
し
て
叙
述
に
資
さ
れ
て
い
る
。
宗
能
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
「
日
記
」
を
挙
げ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
ま
っ
た
く
の
偽
文
書
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
特
に
表
①
の
お
に
提
示
し
た

彼
の
子
孫
冬
定
の
譲
状
の
日
記
に
関
す
る
部
分
と
表
記
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
章
の
註
（
3
）
の
菅
野
論
文
。

第
五
章
に
史
料
仰
と
し
て
提
示
し
た
経
房
の
処
分
状
（
表
①
2
）
に
み
え
る
よ
う
に
、
経
房
は
彼
の
所
蔵
日
記
を
孫
た
ち
に
分
配
す
る
際
、

「
任
二
植
銘
一
」
せ
て
持
っ
て
い
か
せ
て
い
る
。

例
え
ば
、
『
玉
葉
』
承
安
二
年
十
二
月
八
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

抑
今
日
軒
廊
御
ト
経
二
時
刻
一
之
問
、
与
ニ
実
守
卿
一
言
談
之
次
云
、
前
大
納
言
実
定
卿
日
記
多
相
持
云
々
、
其
中
一
切
不
二
披
露
一
之
記

ハ
、
花
園
左
大
臣
記
八
十
余
巻
・
四
条
戸
部
記
百
余
巻
、
殊
秘
蔵
之
云
々
、
凡
此
外
、
漢
家
本
朝
之
本
書
・
抄
物
、
其
数
及
ニ
万
余
巻
一

一玄々
。

『
玉
葉
』
安
元
三
年
四
月
二
十
九
日
条
。

特
に
「
故
殿
御
記
」
な
ど
と
し
て
表
記
さ
れ
る
彼
ら
の
父
（
ま
た
は
祖
父
）

書
写
し
た
（
『
長
秋
記
』
元
永
二
年
五
月
十
一
日
条
）
。

は
じ
め
に
の
註
（
1
）
C
論
文
。

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

9 11 10 

の
日
記
。
源
師
時
の
場
合
、
祖
父
師
房
の
日
記
九
十
七
巻
を

（ロ）



（日）
（日）

（日）
（日）

（口）
（国）

『
中
右
記
』
天
永
二
年
六
月
二
十
四
日
条
。

「
山
塊
記
』
永
暦
元
年
九
月
十
日
条
。

例
え
ば
『
中
右
記
』
天
永
二
年
二
月
六
日
条
な
ど
。

表
①
の
5
－

mの
藤
原
資
経
処
分
状
（
第
五
章
の
史
料
例
・
仰
）
な
ど
。

『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
月
二
十
六
日
条
な
ど
。

ひ
と
ま
ず
斎
木
一
馬
「
日
記
と
そ
の
遺
品
」
（
『
文
化
財
講
座
日
本
の
美
術
日
古
文
書
』
第
一
法
規
、
昭
和
五
十
四
年
）
二
十
一
ペ
ー
ジ
参

照。例
え
ば
、
十
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
藤
原
済
時
の
「
自
筆
記
」
が
あ
る
（
『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
二
月
二
十
三
日
条
）

0

『
小
右
記
』
長
元
元
年
七
月
一
日
条
。

『
中
右
記
』
天
永
二
年
二
月
二
十
六
日
条
、
同
五
月
五
日
条
。

所
功
『
三
代
御
記
逸
文
集
成
』
（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
七
年
）
。

『
中
右
記
』
康
和
四
年
十
月
二
十
三
日
条
。

同
前
天
永
三
年
五
月
二
十
五
日
条
。

『
陽
明
叢
書
記
録
文
書
篇
第
一
輯
御
堂
閉
自
記
』
五
、
土
田
直
鎮
氏
解
説
。

土
田
直
鎮
『
日
本
の
歴
史
5

王
朝
の
貴
族
』
（
中
央
公
論
社
、
）
二
三
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
四
年
八
月
十
三
日
条
、
『
殿
暦
』
康
和
五
年
二
月
二
十
日
条
。

現
存
の
師
通
の
日
記
で
は
二
回
だ
け
。
そ
れ
に
対
し
忠
実
は
現
存
日
記
の
分
量
が
多
い
た
め
で
も
あ
る
が
、
十
三
回
引
用
し
、
木
本
好
信

氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
『
中
右
記
』
の
逸
文
（
『
国
書
逸
文
研
究
』

H
、
昭
和
五
十
九
年
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
て
い
る
。

先
日
殿
下
被
レ
仰
云
、
朔
E
賀
表
於
一
一
伎
座
一
公
卿
加
判
、
我
著
一
一
伎
座
一
欲
一
一
加
判
一
如
何
、
是
後
一
条
院
御
元
服
賀
表
時
、
宇
治
殿
摂

政
内
大
臣
列
ニ
左
大
臣
上
一
、
著
ご
伎
座
一
有
一
一
御
判
一
之
由
、
見
一
一
行
成
大
納
言
記
一
也
如
何
、
予
申
云
、
此
事
古
儀
也
、
強
近
代
不
レ
可
レ

候
哉
、
就
レ
中
見
ニ
御
堂
御
記
一
者
非
二
此
限
一
、
行
成
記
頗
有
レ
疑
、
文
他
家
記
不
ν
可
レ
被
レ
用
欺
、
仰
云
、
御
堂
御
記
－
一
不
レ
見
、
然

者
思
止
了
者
（
大
治
元
年
十
一
月
一
日
条
）
。

『
殿
暦
』
永
久
元
年
六
月
七
日
条
。

陽
明
文
庫
所
蔵
「
旧
記
目
録
」
（
永
久
五
年
二
月
十
日
付
）
。

橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
九
年
）

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 （却）
（却）

（担）

九
十
三
ペ
ー
ジ
。

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

一五



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

ム
ノ、

（犯）（お）

『
台
記
』
久
安
元
年
四
月
十
八
日
条
、
註
（
泊
）
の
橋
本
著
書
五
十
五
ペ
ー
ジ
。

兼
綱
の
祖
父
兼
仲
の
日
記
『
勘
仲
記
』
弘
安
四
年
十
一
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
時
に
「
家
記
正
本
」
を
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
、
記
録
譲
状
の
分
類

次
に
表
①
に
提
示
し
た
記
録
譲
状
に
つ
い
て
の
分
析
に
入
る
訳
で
あ
る
が
、
個
々
の
譲
状
に
対
す
る
説
明
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
ま
ず

は
表
①
を
い
く
つ
か
の
視
角
か
ら
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
的
な
把
握
を
試
み
て
お
き
た
い
。

分
類
の
第
一
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
記
録
譲
状
を
作
成
し
た
人
々
の
社
会
的
階
層
に
よ
る
分
類
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
表

①
に
設
け
た
関
係
の
「
家
」
・
神
社
名
と
い
う
項
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
項
の
記
載
を
更
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
表
が
表

②
で
あ
る
（
一
応
参
考
ま
で
に
文
書
形
式
に
よ
る
分
類
も
示
し
て
お
い
た
）
。

こ
の
表
②
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
記
録
譲
状
の
作
成
主
体
に
は
、
貴
族
（
公
家
）
階
層
（
表
②
A
項
）
と
神
宮
階
層
（
B
項
）
の
二
つ

の
社
会
的
階
層
の
グ
ル
ー
プ
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
、
記
録
譲
状
を
作
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の

所
属
す
る
「
家
」
と
日
記
・
記
録
が
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
貴
族
階
層
の
み
対

象
と
し
て
検
討
を
加
え
て
き
た
「
日
記
の
家
」
の
概
念
に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
生
ず
る
訳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
南
北
朝
期
以
前
に
関
す

る
限
り
、
記
録
譲
状
は
、
一
般
の
譲
状
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
幅
広
い
階
層
を
基
盤
に
も
っ
て
は
い
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

作
成
主
体
と
な
っ
た
二
つ
の
階
層
は
、
荘
園
制
的
な
職
の
体
系
で
言
え
ば
、
お
お
む
ね
本
所
・
領
家
職
を
掌
握
す
る
人
々
で
あ
り
、
中
央

権
門
と
し
て
、
ま
た
は
そ
れ
に
寄
生
す
る
形
で
大
量
の
遠
隔
地
荘
園
を
支
配
し
て
い
た
階
層
が
主
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
時
代
の
日
記
と

い
う
文
化
自
体
の
も
つ
階
層
的
特
質
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



岡文書名 F品）日Ii！；；持r需：：J・1相続者

1 I 藤原宗能｜長寛 3•3 ・ 61南部文書｜中御門流藤｜出家
l譲状案 I 0165) ｜く平＞ 33351原氏 ｜小品

2 I篠原経房｜正治2-2咽｜勧修寺家文｜勧修寺流藤｜店経
’処分状案 I0200) ｜書 ｜原氏 ｜且臨

3 I藤原兼実｜元久元・8・23I天理図書館｜九条流藤原｜向怨
1譲状 I (1204) ｜所蔵 ｜氏 ｜民位

4 I開｜賠元12・121鵬寺家文｜勧修寺蹄
文か）案｜ (1229) ｜書 ｜原氏

5 I藤原資経天溜元小28I 
l処分状案 I(1233) 

表①

.，石扉豪緬弄責爾日記栂籍庄鶴等」とある由ζ案文の
ため略されているので．項目として掲げられていたか
どうかは不明。

・前欠ながら，一人一人灘与分を記した後， r－.文書
事Jとして項目が掲げられている。

考備

・家舗・文書・物具等の3項目よりなり，後二者には
「目六」が別に作成されてい売。

譲
状
と
「
臼
記
の
家
」

：文密に2持てのみの齢f録である。
・他の型息為経・識にも同様魂分自録が作成され
たと推定される。

治部勝街｜・「ー，文車のもんそともj

’ ' ー、 ，局（経傍
ll237J I I （貞f

I I 13t'/ 

宗清処分｜嘉頑 3•5・｜石清水文書｜石清水八幡！
7 I ; I I I ｜行滑

包録 I 0237) ｜〈鎌＞ 5142 I宮 ｜ 

藤原忠定｜暦｛二元・12・111書陵部所蔵｜中山流藤原1
s I I ！文書 ｜ 

譲状 I <123s) ｜〈鎌〉臼ssl

9 I源週光置｜蜘元・12・3J久我家文書｜村上源氏
1文案 I 0247) ｜〈鎌＞ 6912 I （久我流）

・「前大弐J宛の書状の形式で，「文書事Jと題し，子息
経賢の不孝を具体的に述べ，文書は資経の「一向可為
御進止」と明記する。資経

経俊II II 

・所領・所職以外の楽器・仏具などり雇牙自録一
・「宮寺縁寺抄」が一項目として掲げられ，行滑以外の
子弟に対する処置が述べられているe

•f （忠定）か所特之文書以下資財雑物まてJ

桓武平氏
，』主流）y’ 6 I平業光譲｜嘉誠3・2・8

l状案

・日裁をはしめとして庄ミι家の宝物・日記・文書に

女房三条，~ぜ＇｝;f4-1:l"]Jri罪rl：わをi~t,:iiよキて見るへ
しj

川 藤原資経陣長M ・21勧修寺家文｜勧修寺流藤｜為経他｜ι伝主主留品誤認段以
処分状案 I0250) ｜書 ｜原氏 ｜ ｜譲与する文書を，具体的な日記名をあげて列挙。

I I I I l・処分対象の主体は，寺院・家地・家領で
11 ／藤原道家｜建長2・叶九条家文書｜九条流藤原｜離他｜畑珊間前」という文言がみえるa

処分状 I <1250) ｜〈鎌＞ 7250／氏 I I 

l晴算附属｜文永9小 11八坂神社文i I 1・ー＋ ← 

12 I I ｜書 ｜祇園社
t状 I(1272) I 1 

｜｜〈鎌＞11077 

小槻有家｜文永10・7・14I ｜小槻氏
13 I I ｜壬生家文書｜

起請案 I (1273) I ｜（壬生流）

藤原経俊｜文永 12-3・1／勧修寺家文｜勧修寺流藤l
14 I I I I ｜俊定

書庫状案 I (1275) ｜害 ｜原氏 ｜ 

，藤原経俊健治2・10・171 I 
15 I I高 l

f処分状案 I(1276) I＜鎌＞12520 

弘安元小路｜八坂神社文
日｜円栄譲状｜（問） ｜弘〉山31祇園社

l九条忠教｜正応6・3・17／九条家文書1
11 I I I ｜九条家

1議状 I (1293) ｜〈鎌＞181271 

｜度会希光｜嘉元3・正・161伊勢光明寺｜伊勢豊歎
｜ ｜文書 ｜神宮

処分状 I <1初日 ｜〈鎌冷却841（外宮）

出雲泰孝陣治 2・ 12•51 出雲北島家｜出雲杵築大
19 I /"' ｜文書 ｜ 

譲状 I 0301) ｜〈鎌＞231041 
，｜砲市 J•Jl:・l

i誌うJi：，九条家

基雅

-r.八四宮ーツ宙で列挙し，最後に「ー，社家文書事jと
みえる。感 情

•1二，文書事」として「家」の文密の自緒と「相伝之仁」
の心構えを記L，次に所領事，理非決断事が続く。

・「天蚕扇扇蚕扇亨之記録主童文書以下手手予乏時文密
等J

・一人一人の譲与分（所領・家地｝を記した後，「一，文
俊定他｜曾」として項目を掲げるが，内容はNo.14とほとんど

1同じで，すべて俊定に譲与すると左を記す。

・「当祇長日御供領備後園小童保井坊地以下所職所帯
社家文書等J

II 

・「家画二家議事］正して逼豪政乗る議示福が列挙され
る。
・「将文日記・文書井剣平緒以下考巨所持，不残一物．
所叡与也I
•r一家賃代日記等輔副之J

顕尊

部教

七

・事魯「こくさうしきならひにさっきの大しやかん血ししき
そたいらの事；
・「〈わんと..，たも｝）， ），の御下文・御1:1ち・御砂うそ・てっき申
つり状．ならひに御さう車いせんくうのにんきもんそい砂j

・「九条家三ヶ所華南・浄土寺家地・家記以下記録井棒
鋼・平緒，不残一物J

益光

房実
（道教）

孝時

j
耳
）

指
臼
帽
。

隠

信教忠条
状

九
譲

nu 
n
，u
 



表①

岡文書名 F品；国際関11関需：：」｜相続者

｜ ｜菊大路家文｜石清水八幡｜ ｜・所領・所職・家地・寺院等をーッ替で列挙。
尚清処分｜応長岳山｜書 ｜宮 ｜康清｜・「右，此庄ヰ田畠毘噌坊舎庫ニ宇日記文書井所
状写 I (1311) ｜〈鎌）244961（善法寺家）｜ ｜有之財宝鞍以下之具足」

｜ ｜書陵部所蔵｜ ｜ ｜・「紀伊鳴神社半分井1哩事」 一
安倍淳房｜正和2・8・281 I I I . ＊謂怖

｜ ｜土御門文書｜安倍氏 ｜親秋｜山口受益基礎妥車協
議状 I <1313> ｜〈鎌＞ 2 63 I I I 家文書等也

｜文保2小 41八坂神社文｜ ｜ ｜・兵部法眼（顕増）の綴与分に「社家文書」がみえる。
23 I顕舜譲状｜ ｜書 ｜祇園社 ｜顕増他

I (1318) I<鎌＞ 25542 I I 
I I I I ｜．「副暗lとして「当庄閥度公験．擁状．次第解．地下文

41源兼定譲｜文保311 22 
状 I0319) I＜鎌＞270291 I I 

sl西国寺実｜元軒7・231西国寺家宅｜
｜ ｜ ｜西園寺家

兼置文案 I(1322) ｜録 I 

備 考

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

円 t 1::JfiUλ官事」として北山文庫に納められた「家
実衡｜諜；議藷踏ま実等Jを実衡の沙汰とし，他の

I I I I l・一，家記文書雑具等事J
藤原定資｜嘉暦3・11-81勧修寺家文｜勧修寺流藤｜ I 

26 I I I I ｜経顕他
処分状案 I0328) ｜書 ｜原氏 ｜ 

栄清（？）譲陣武元・11・191 ｜石清水八幡｜ ｜・疎開納文書以下暦記成運法眼進剖
21 I : Fナ ｜石清水文書｜宮 ｜孝滑

状 I0334) I I I い ｜ ｜（善法寺家）｜
I I I I l・「譲渡家領文魯等事」

28 I中御門冬｜建武州叶南部文書｜中御門家｜宗重｜・「堀河右丞相以下代咽伝之文書己下」
定譲状案｜ 0337) I I I ｜・宗重は冬定の子，一期の後孫の宗泰へ。

I I I I ｜・「出雲国造杵築己責社神主職井所領等事」
29 I出雲清孝｜康永2・3叫出雲千家文｜出雲杵築大｜孝宗｜・f旧記井御下文以下文書等於相副永代譲与者削

議状 I 0343) ｜書 ｜社 ｜ 

｜ ｜ ｜ ｜ ｜・「ー，記録文密事」として，「窒盟井諸家記・和漢奥口
30 I 久我賭｜観蹴・8•131久我家文書｜久我家 ｜通棺｜等事」と「先公井予之時加増 直録少々在剖のこ

譲状 I (1350) I I I ｜とを記す。

勧修寺経｜ ｜ ｜ ｜ ｜・「一文書事」と
31 ［顕処分状｜観応2・正・引勧修寺家文｜勧修寺家｜経方倒的管制胡要」と記す。

｜案 I(1351) I書｜｜｜

｜ ｜度会繁行｜観応2仙 31 ｜伊勢豊受大｜ ｜・「当家々 記文脅迫漏之地1
32 I I ｜鏑矢記 ｜神宮 ｜行連

I f置文写 I 0351) I I I 
｜ ｜ ｜（外宮） I 

33 I膿鵠｜応安4吋広橋家文書｜勘解由小路｜仲光｜：品競誌生紫式鷲ヂJす
状 I03m I I家｜

34 I千家孝宗｜応軒別91出雲千家文｜出雲杵築大｜直国｜調書君主鵠謹欝想主家代々御下文以下調
譲状 I 0371) ｜書 ｜社 ｜ ｜度之証文等」

期3 ・11'10I早稲田大学｜ ｜ ｜・J蹄遺喜重与す世間Nτl
35 I顕源置文？？ ｜所蔵祇園社｜祇園社 ｜あか〉丸｜・，m 職附帯記録文苗厨地以「」

1 (1392) I I I I 
｜文書 ｜ ｜ ｜ 

I I I I ｜・I予命終後可相続
36 I九条経教｜応永山・51九条家文書｜九条家 ｜忠基｜・「ー，家記・文書等，就惣領可令管銑就所用可被了見

｜遺誠 I 0396) I I I ｜者也J

｜大中臣清いーし ｜ ｜ ｜ l・滑基分として「一．代記相伝家記文」」」があげら
｜ 応永 6・12・5l賜麓文庫文｜ ｜ ｜れずし忍37 I世処分目 I＇＂ナ ｜ ｜大中臣氏｜消基他｜札τしる
l録写 I 0409> ｜書 ｜ ｜ ｜ 

I~ - I I I l・「こ〈きう大しゃのかんぬししきの車ならひにきうき・さしつ・〈
38 I北島資孝匹宇ル山31出雲北島家｜出雲杵築大｜ゆや六郎｜ 了、 世田〉

｜譲状 I 0411> ｜文書 ｜社 ｜（高孝か）｜わんとう銅肘糊臥しゃ叩日＇ J

｜ ｜藤原重親｜応永別・2sI水無瀬宮文｜水無瀬流藤｜ l・「家記文書家領等事」
｜ ｜ ｜ ｜ ｜愛鶴丸
l譲状 I (1421) ｜書 ｜原氏 ｜ 

｜ ｜ ｜ ｜ ｜・「国造職兼杵築大社惣検校淑」
40 I千家直園｜応永 35・2・11出雲千家文｜出雲杵築大｜高園｜・「相副当社造営問髄図井公家武家代々御下文以下

譲状 I (1428) ｜書 ｜社 ｜ ｜手継調度証文等」

｝＼ 



表②

恥ぐT
状譲処置遺 合

状処分 分 誠

録目 文他 計

くA>

勧修寺流藤原氏・ G・合
7 1 8 

（勧修寺家）

九条流藤原氏・ E，.脅
4 1 5 

（九条家）

村上源氏・ B，・＊
1 1 2 

（久我家）

中御門流藤原氏・ E,
2 2 

（中御門家）

閑院流藤原氏・ F・合
1 1 

（西国寺家）

中山流藤原氏・ E, 1 1 

日野流藤原氏・ H・合
1 1 

（勘解由小路家）

水無瀬流藤原氏・＊ 1 1 

醍醐源氏 1 1 

桓武平氏
1 1 

（貞盛流）

小槻氏・＊ 1 1 
（壬生流）

安倍氏・＊ 1 1 

<B> 

祇園社・＊ 3 1 4 

石清水八幡宮 2 1 3 

伊勢神宮・＊
1 1 1 3 

（大中臣氏も含む）

出雲杵築大社 5 5 

d計口"- 31 2 5 2 40 

（注）A項で示した「家J名の後に付したアルファベット

は，拙稿「日記の家」（『九州｜史学184）で提示した日記群の

区別を表わす。＊印は「家記Jまたはそれに類する語が記

載されているものを示す。

第
二
に
、
こ
れ
ら
記
録
譲
状
の
記
載
の
上
で
、
そ
の
譲
与
対
象
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
日
記
・
記
録
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
記
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
点
か
ら
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
の
譲
状
に
関
し
て
も
そ
の
記
載
内
容
に
は
一
定
の
要
件
が
存
在
し
て

い
る
が
、
そ
の
様
式
は
極
め
て
多
彩
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
記
録
譲
状
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
譲
状
の
紙
面
に

お
い
て
も
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
日
記
・
記
録
が
ど
の
位
置
に
記
さ
れ
る
か
、
他
の
譲
与
対
象
物
と
の
関
係
な
ど
を
踏
ま
え
て
み
て

い
く
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
そ
の
譲
状
の
内
部
に
お
け
る
重
要
度
と
い
っ
た
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
、
極
め
て
大
雑
把
な
規
準
で
は
あ
る
が
、
日
記
・
記
録
が
譲
与
対
象
物
と
し
て
一
つ
の
項
目
を
な
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
い
な
い

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

九



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

。

き
(2) (1) 

日

記日 す 事が言己

（イ） げ｝ 判 例記録 る

的以 事録記 記自 主l記日 語が［口
外

他Z主。 (b) （襲一a) ・ の ・ （ 文書） 也志 望に
の
も

墾等自の に 記録4が5 番以号、 記録名が －が .... れ完N れて

1 ~ 9 2宜対物象 が一

~ 千 項里
* 2・存在 3・｛随し寸 空暑 下間話具 項回 るも る

4 議認 17て じ と巴も

11 ＊ 固 と 主
に）にし の

6 * 22島ず3：泊 記＊ 5 記 て

固 ＊困・ 列同 状議 で ・ さ ．さ状譲
＊固き＊ 30在存す れ 閉」ω れ

・にの な て．ての
合20 26並中 * 13い い＊ 10い中 の

・べに 。 るな ．えに
譲状

早早2害 15 。 い * 25 掲げま。

24 28て ら ＊固た＊ムら * いれ は れ 印

園 ＊ 園 え て 31 在存 て は
・. し， p 

家言Lー~国 固 な * 36 ;ot る
． ~, 

推定
困 合図

。

さ ま
れ た

固 * 39 る lま
そ
れ
に
類

か
、
更
に
目
録
の
存
在
如
何
な
ど
と
と
も
に
表
①
を
分
類
し
て
み
る
と
こ
の
表
③
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
に
示
し
た

ωと
ωの
分
類
で
は
、

ωの
場
合
の
方
が

ωに
比
較
し
て
、
譲
状
作
成
者
に
と
っ
て
日
記
・
記
録
が
よ
り
重
要
で
あ

っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の

ωに
分
類
し
た
譲
状
に
つ
い
て
は
、
記
名
の
有
無
に
着
目
し
て
み
る
と
開
・
仰
の
よ
う
な



分
類
が
可
能
で
あ
る
。
例
の
譲
状
で
は
、
日
記
・
記
録
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
表
①
の
5
の
藤
原
資
経
の
も
の
が

代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
章
に
お
い
て
全
文
を
紹
介
し
説
明
を
加
え
る
）
。

ωに
関
し
て
は
、
譲
与
対
象

に
な
っ
た
日
記
・
記
録
の
名
を
列
挙
し
た
目
録
（
記
録
目
録
）
の
存
在
有
無
に
よ
っ
て
、
更
に
帥
・
似
の
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
糾

の
項
に
分
類
さ
れ
る
譲
状
の
中
で
、
そ
れ
に
付
随
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
文
書
目
録
（
こ
の
場
合
、
日
記
・
記
録
の
み
で
な
く
、
書

籍
類
や
家
領
関
係
文
書
も
含
む
）
が
現
存
す
る
の
は
、
表
①
の
口
に
示
し
た
九
条
忠
教
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
九
条
忠
教
の
目
録
に
示
さ
れ

た
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
規
模
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
こ
の
表
③
の
制
l
糾
に
含
ま
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
同
じ
的
の
頃
に
含
ま
れ

る
「
家
」
よ
り
も
家
記
の
所
蔵
量
も
多
く
、
重
要
視
し
て
い
る
場
合
が
存
在
し
、
明
・
仰
の
分
類
は
そ
の
ま
ま
重
要
度
に
よ
る
分
類
と
は

な
り
え
な
い
。

次
に
表
③
の

ωの
分
類
に
つ
い
て
み
る
な
ち
ば
、
た
と
え
日
記
・
記
録
が
一
つ
の
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
な
く
と
も
、
他
の
譲
与
対
象

物
と
の
関
係
か
ら
、
更
に
切
と
的
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
的
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
例
え
ば
表
①
の
9
の
備
考
に
み
え
る
よ

う
に
「
庄
々
・
家
の
宝
物
・
日
記
・
文
書
」
と
譲
与
対
象
物
が
譲
状
の
中
に
並
列
的
に
記
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
中
で
の
価
値
順
位
が
そ
れ

程
明
確
で
な
い
も
の
で
あ
る
。
仰
に
つ
い
て
は
表
③
に
は
提
示
し
な
か
っ
た
が
、
更
に
次
の
三
つ
に
分
類
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

同
最
初
に
事
書
な
ど
で
所
領
・
所
職
が
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
日
記
・
記
録
は
本
文
中
に
付
随
し
た
形
で
記
載
さ
れ
る
（
1
・
u
・却）

刷
所
領
・
家
地
な
ど
と
日
記
・
記
録
が
と
も
に
本
文
中
に
記
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
前
者
に
主
体
が
あ
る
場
合
（
8
・
却
）

ω
「
相
副
」
ま
た
は
「
副
渡
」
と
し
て
譲
与
さ
れ
る
手
継
証
文
・
下
文
な
ど
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
（
四
－

M
－
m
－
M
・
犯
・
叫
）

以
上
の

ωの
分
類
で
は
、
肘
・
川
W

（例・

ω・
例
）
の
順
で

ωの
項
に
近
付
い
て
い
く
と
推
定
さ
れ
、
記
載
さ
れ
た
譲
与
対
象
物
の
中
で
、

日
記
・
記
録
の
位
置
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の

ωと
ωの
分
類
を
社
会
階
層
に
つ
い
て
み
て
み
る
な
ら
ば
、

ωで
は
貴
族
の
も
の
の
十
五
通
に
対
し
、
神
宮
の
も
の
三
遇
、

ωで

は
貴
族
の
も
の
十
通
に
対
し
、
神
宮
の
も
の
十
三
通
と
い
う
よ
う
に
、
神
宮
の
も
の
は

ωの
方
に
比
重
が
大
き
い
。
特
に

ωの
中
で
も
前

譲
状
と
「
日
記
の
家
」



議
状
と
「
日
記
の
家
」

述
の
附
の

ωに
つ
い
て
は
一
通
を
除
い
て
す
べ
て
神
宮
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
譲
状
の
紙
面
に

見
る
限
り
神
宮
層
の
方
が
、
日
記
・
記
録
に
対
す
る
扱
い
は
低
い
と
見
倣
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
三
の
分
類
と
し
て
、
記
録
譲
状
に
み
え
る
家
記
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
語
の
有
無
に
よ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
前
稿
に
お

い
て
、
代
々
日
記
を
記
す
だ
け
で
な
く
、
代
々
の
父
祖
の
日
記
（
狭
義
の
家
記
）
を
中
心
に
し
た
家
記
と
い
う
も
の
の
存
在
知
何
が
、
そ
の

貴
族
の
「
家
」
が
「
日
記
の
家
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
指
標
と
な
る
と
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
こ
で
記
録
譲
状
に
つ
い
て
も
、
こ

の
家
記
ま
た
そ
れ
に
類
す
る
家
日
記
・
家
文
書
な
ど
の
語
が
見
え
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
表
②
・
表
③
に
示
し
た
脅
印
の
よ
う

に
な
る
。

こ
れ
か
ら
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
貴
族
層
の
み
な
ら
ず
、
神
宮
層
の
譲
状
に
も
脅
印
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祇
園
社
関
係
の
譲
状

に
多
く
み
ら
れ
る
「
社
家
文
書
」
（
表
①
ロ
・
日
・
幻
）
と
い
う
表
現
を
果
し
て
家
記
の
語
に
類
す
る
も
の
と
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

異
存
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
一
応
含
め
て
お
く
。
と
も
か
く
、
こ
の
階
層
に
お
け
る
「
日
記
の
家
」
の
存
在
の
可
能
性
を
示
す
証
拠
と

し
て
考
え
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
貴
族
階
層
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
前
稿
に
お
い
て
設
定
し
た
日
記
群
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
「
家
」
（
「
家
」
の
名
の
後
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
家
記
の
語
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
「
日
記
の
家
」
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
家
記
の
語
が
見
え
な
い
場
合
で
も
、
中
御
門
流
藤
原
氏
の

よ
う
に
十
二
世
紀
前
半
の
段
階
で
「
日
記
の
家
」
化
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
だ
け
を
強

調
し
て
「
日
記
の
家
」
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
家
記
の
語
が
記
さ
れ
な
く
と
も
、
記
録
譲
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
記
・
記
録
の
「
家
」
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
家
記
の
語

を
含
ま
な
い
記
録
譲
状
が
、
堂
上
貴
族
層
で
は
な
く
、
地
下
官
人
層
に
含
ま
れ
る
二
氏
に
ほ
ぽ
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
訳
に
は
い

（文由｝

か
な
い
。
彼
ら
の
譲
状
に
記
載
さ
れ
た
「
文
車
の
も
ん
そ
」
（
表
①
6
）
「
記
録
」
（
表
①
M
）
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

が
、
醍
醐
源
氏
の
源
兼
定
の
「
家
」
は
、
九
条
家
諸
大
夫
と
し
て
「
譜
代
殊
レ
他
」
な
る
存
在
だ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
ら
は
堂
上
貴
族
の
「
家
」



内
部
に
奉
仕
す
る
階
層
の
日
記
・
記
録
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
、
院
・
摂
関
家
以
外
の
堂
上
貴
族
の
日
記

の
中
に
も
、
彼
ら
の
「
家
」
に
家
司
な
ど
と
し
て
仕
え
る
人
々
の
日
記
が
断
片
的
な
が
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
堂
上
貴
族
の
「
日

記
の
家
」
の
更
に
下
部
に
「
日
記
の
家
」
が
存
在
す
る
と
い
う
重
層
的
な
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
日

記
の
家
」
は
、
堂
上
貴
族
の
日
記
か
ら
は
史
料
的
に
見
出
し
に
く
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
史
料
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
特
定
の
「
家
」

に
限
定
し
て
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
平
業
光
の
も
の
（
表
①
6
）
も
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
日
記
の
家
」
と
し
て
考

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
十
三
世
紀
に
入
っ
た
頃
か
ら
、
こ
の
重
層
的
な
構
造
は
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

（l
）
第
一
章
註
（
1
）
佐
藤
氏
著
書
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

（2
）
特
に
、
財
産
の
一
部
を
対
象
と
し
た
譲
状
（
表
①
で
は
、

7
の
よ
う
な
も
の
）
で
は
な
く
、
「
家
」
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
物
件
に
つ
い
て

作
成
さ
れ
た
惣
処
分
状
的
な
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
一
二
五
号
。

は
じ
め
に
註
（
1
）
A
論
文
。

間
前
。

A
論
文
で
は
次
の
よ
う
な
日
記
群
の
存
在
を
系
図
と
と
も
に
提
示
し
て
お
い
た
。

A
天
皇
家
日
記
群

B
源
氏
日
記
群
（
nm
宇
多
源
氏
、
口
町
醍
醐
源
氏
、

C
小
野
宮
流
日
記
群

D
九
条
流
日
記
群

E
御
堂
流
日
記
群
（
E
御
堂
流
嫡
流
、

F
閑
院
流
日
記
群

G
勧
修
寺
流
日
記
群

H
日
野
流
日
記
群

－
平
氏
日
記
群

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5）
 

島
村
上
源
氏
）

L
御
堂
流
庶
流
I
、
hu御
堂
流
庶
流
日
）

譲
状
と
「
日
記
の
家
」



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

四

（

6
）
 

（

7
）
 

J
中
原
氏
自
記
群

K
清
原
氏
日
記
群

L
そ
の
他
の
日
記
群
（

ω大
江
氏
、

ω菅
原
氏
、

ω善
勝
寺
流
藤
原
氏
な
ど
）

は
じ
め
に
註
（
1
）C
論
文
参
照
。

註（
5
）
の
日
記
群
の
う
ち
島
に
醍
醐
源
氏
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
兼
定
に
つ
な
が
る
盛
明
親
王
の
流
れ
の
う
ち
、
日
記
の
記
主
と
し
て

確
認
で
き
る
の
は
、
兼
定
よ
り
十
代
前
の
道
成
だ
け
で
あ
り
、
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
つ
な
が
り
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

「
沙
祢
元
章
譲
状
」
（
『
九
条
家
文
書
』
一
｜
回
、
「
源
盛
長
以
下
代
々
譲
状
類
」
所
収
）
。

例
え
ば
『
公
衡
公
記
』
嘉
元
二
年
七
月
二
十
九
日
条
に
み
え
る
「
奉
行
家
司
春
衡
記
」
、
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
九
月
二
十
日
条
に
み
え
る

「
奉
行
家
司
記
」
な
ど
。
な
お
こ
の
点
、

A
論
文
二
十
六
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
史
料
倒
と
し
て
『
中
右
記
』
の
記
事
を
引
用
し
、
摂
関
家
と

は
異
な
る
一
般
公
卿
の
「
家
」
の
家
司
層
の
日
記
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
典
拠
と
し
た
「
彼
家
司
記
」
の
部
分
は
「
彼
家
日
記
」
の
誤

写
ま
た
は
誤
読
と
考
え
ら
れ
、
早
計
な
ミ
ス
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
な
お
A
論
文
の
註
（
日
）
に

引
用
し
た
補
強
の
史
料
は
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（

8
）
 

（

9
）
 

四
、
記
録
譲
状
の
内
容

｜
｜
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
記
録
譲
状
｜
｜

次
に
表
①
に
提
示
し
た
記
録
譲
状
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
が
、
最
初
に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
大
半
の
譲
状
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
説
明
を
次
の

機
会
に
ま
わ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
い
て
二
つ
の
社
会
的
階
層
を
抽
出
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
一
方
の
み
し
か

論
述
し
な
い
の
は
極
め
て
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
特
に
神
宮
層
の
譲
状
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
背
景
と
な
る
神
社
自
体
に

残
存
す
る
記
録
類
の
調
査
が
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
神
社
特
有
の
調
官
組
織
や
支
配
機
構
に
対
す
る
深
い
理
解
も
必
要

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
今
回
は
用
意
不
十
分
の
た
め
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
後
日
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

以
下
、
本
章
で
は
、
表
②
の

A
項
で
示
し
た
貴
族
階
層
の
記
録
譲
状
の
う
ち
、
も
っ
と
も
数
の
多
い
勧
修
寺
流
藤
原
氏
（
勧
修
寺
家
）
の



も
の
を
中
心
に
分
析
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
直
接
の
対
象
と
す
る
経
房
流
を
含
ん
だ
勧
修
寺
流
藤
原
氏
一
族
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
院
評
定
制
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
後
期
の

公
家
訴
訟
制
度
や
、
伝
奏
・
関
東
申
次
な
ど
を
含
む
政
治
制
度
の
研
究
が
深
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
従
来

の
院
近
臣
や
摂
関
家
家
司
と
し
て
の
活
動
や
受
領
層
と
し
て
の
側
面
ば
か
り
で
な
く
、
朝
幕
関
係
も
含
め
た
国
家
史
的
な
レ
ベ
ル
で
、
そ

の
動
向
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
一
族
が
院
政
期
に
も
つ
に
至
っ
た
「
家
風
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
橋
本
義
彦
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が

あ
り
、
そ
の
家
領
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
対
象
と
す
る
一
連
の
譲
状
を
主
な
材
料
と
し
て
、
槙
道
雄
氏
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
こ
の
一
族
に
は
『
為
房
卿
記
』
以
下
多
数
の
日
記
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
に
概
説
的
な
説
明
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
総
体
的
に
特
に
そ
の
「
家
」
と
の
関
連
で
分
析
を
試
み
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
唯
一
菊
池
康
明
氏

の
論
考
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
論
考
に
お
い
て
も
経
俊
の
日
記
の
み
を
対
象
と
し
た
た
め
か
、
こ
の
「
家
」
と
日
記
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
掲
の
橋
本
論
文
の
理
解
を
敷
街
し
、
そ
れ
に
日
記
の
こ
と
を
少
々

付
け
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
場
合
、
単
に
実
務
官
僚
と
し
て
優
秀
だ
っ
た
か
ら
詳
細
な
日
記
を
残
し
た
と
い
う
よ
う

な
消
極
的
な
意
味
で
は
な
く
、
彼
ら
の
廟
堂
に
お
け
る
多
彩
な
活
動
と
彼
ら
の
「
家
」
と
い
う
も
の
が
、
日
記
を
媒
体
と
し
て
有
機
的
に

結
び
つ
い
て
い
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
、
中
世
に
お
け
る
こ
の
「
家
」
の
活
動
を
理
解
す
る
た

そ
の
日
記
に
つ
い
て
の
理
解
が
な
け
れ
ば
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
家
」
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
一

め
に
は
、

連
の
記
録
譲
状
を
素
材
と
し
て
、
こ
の
一
族
の
人
々
の
「
家
」
の
日
記
に
対
す
る
意
識
を
で
き
る
限
り
抽
出
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題

を
理
解
す
る
た
め
の
糧
と
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
一
連
の
譲
状
よ
り
、
も
っ
と
も
豊
富
な
内
容
を
も
っ
経
房
（
表
①
2
）
・
資
経
（
表
①

そ
の
全
文
ま
た
は
一
部
を
以
下
に
提
示
し
、
本
稿
の
最
末
尾
に
は
、
参
考
と
し
て
こ
の
一
族
の
関
係
系
図
を

5
・
叩
）
の
一
ニ
通
に
つ
い
て
、

系
図
ー
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

例
て
文
書
事

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

五



譲
状
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六

【
ア
｝
当
時
為
一
一
家
嫡
二
向
雄
レ
可
ν
賜
一
一
資
経
一
時
議
非
レ
無
一
一
其
恐
、
一
侃
宋
卦
以
下
随
分
秘
書
入
力
文
等
、
各
少
々
分
一
一
賜
遺
孫
等
一

也
、
任
ニ
檀
銘
一
各
可
一
一
分
取
、
一
（
イ
）
副
刻
則
剰
刺
吋
則
削
副
劃
一
剖
、
互
臨
ニ
其
用
、
一
不
日
借
請
可
一
一
書
写
一
也
、
｛
ウ
利
引
開
閉

劃

剥

1
利
副
司
書
記
両
国
剣
利
記
調
べ
毎
レ
有
一
一
朝
家
大
事
、
一
奉
行
人
定
相
尋
殿
、
（
エ
｝
刑
制
羽
列
刑
制

抜
レ
詮
可
借
与
也
、
為
一
一
家
之
長
一
人
、
虫
払
不
レ
可
一
一
僻
怠
寸
（
以
上
、
経
房
処
分
状
案
の
一
部
）

制
文
書
事家

記但
諸、

塊吉
家、

御御
記、

言日記

中山前豊糸

一
門
記
在
ニ
此
内

塊 右

記
宇
治
左
府

記
日
並

記
中
山
内
府
記

記
朝
隆
卿

記
定
長
卿
記

言

記記

雅
粂
卿

部

随
案
出
、
次
第
不
問
、
記
之

永

昌

御

記暦
正
本

自聾堀花
川園

要左左
府 府

記記記

聾曇
U主刃て

卿

護

！
朝
方
卿
記

葺
正
本
雄
措
法
印

江

記

季

仲

卿

記記
泰
憲
卿
記
也

九

戸

愚
葉



新

部

類

記

等

次

第

除
目
執
筆
井
官
蔵
人
方
以
下
奉
行
之
時
、
雑
文
書
等
。

巳
上
嘗
時
雄
レ
納
一
一
文
庫
井
文
倉
堂
廊
等
一
可
レ
爵
一
一
経
俊
分
一
也
。

（
カ
）
刻
劇
馴
閥
矧
刻
州
司
劇
側
剛
刻
劃
紅
釦
劃
、
一
向
可
レ
属
一
一
左
中
耕
爵
経
朝
臣
分
一
目
録
在
レ
別
、
何
不
レ
注
レ
之
0
2創
同
汀
回
制
ベ

不
レ
可
レ
爵
一
一
他
人
分
一
之
故
也
。

（
ク
｝
和
宣
劃
別
配
川
司
副
同
副
骨
一
出
。

資
櫨
資
遁
等
成
人
之
後
、
随
一
一
器
量
一
馬
経
弁
経
俊
日
記
文
書
等
、
少
々
可
一
一
計
賜
一
之
朕
如
レ
件

天
一
帽
元
年
五
月
廿
八
日

判

ω
一
、
文
書

都
護
分

大
蔵
卿
殿
・
故
排
殿
・
大
納
言
殿
御
記
、
正
本
分
附
先
了
。

於
雑
文
書
者
、
任
大
納
言
殿
契
朕
、
案
置
吉
田
倉
堂
、
長
者
可
局
次
第
附
属
。

鰹
俊
分

（
ケ
）
利
剖
剛
附
劃
剖
劉
剖
矧
詞
剥
副
劃
剖
劇
刻
劃
等
、
大
略
附
属
先
了
。

高
経
分

向
抄
以
下
有
経
書
籍
附
属
了
。
仕
額
要
者
、
都
護
E
分
賜
文
書
、
可
有
扶
持
、
猶
子
之
義
及
多
年
了
。

資
纏
分

朝
隆
卿
記
譲
興
了
。

資
遁
分

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

七



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

}¥ 

嘉
気
抄
、
永
昌
記
鮭
大
納
言
殿
中
右
記
日
並
・
定
長
卿
記
・
重
方
朝
臣
記
等
調
官
、
費
量
者
之
間
計
宛
了
、

『
勧
修
寺
家
文
書
』
に
は
、
案
文
な
が
ら
こ
の
一
流
（
経
顕
以
降
、
勧
修
寺
家
を
名
乗
る
）
の
経
房
よ
り
経
顕
に
至
る
七
代
の
う
ち
、
俊

定
を
除
く
六
人
の
処
分
状
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
が
記
録
譲
状
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
だ
け
で
も
、
こ
の
一
流
に
お
い
て
日

記
・
記
録
が
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
が
、
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
日
記
・
記
録
の
み
を
対
象
と
し
た
処
分
状
が
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
点
他
の
「
家
」
に
例
を
見
な
い
。
そ
れ
が
史
料
仰
と
し
て
全
文
を
提
示
し
た
資
経
の
初
度
の
処
分
状
で
あ
る
。

経
一
房
の
も
の
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
こ
の
史
料
似
か
ら
分
析
し
て
い
こ
う
。

第
一
に
知
り
得
る
の
は
、
家
記
に
対
し
て
の
区
分
意
識
で
あ
る
。
資
経
は
譲
状
に
文
書
事
と
題
し
た
後
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
家
記

を
「
家
記
」
と
「
諸
家
記
」
に
大
き
く
二
分
し
て
、
各
々
に
個
別
の
日
記
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
前
者
に
は
「
但
御
記
」
（
隆
方
）
・
「
永
昌

御
記
」
（
為
隆
、
傍
線
（
カ
）
に
み
え
る
「
大
蔵
卿
」
と
同
じ
人
物
）
「
吉
御
記
」
（
経
房
、
傍
線
（
カ
）
に
み
え
る
「
大
納
言
殿
」
）
と
「
自
暦
』
（
資
経

自
身
の
日
記
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
系
図
I
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
狭
義
の
家
記
と
い
う
べ
き
直
系
父
祖
（
ま
た
は
そ
れ

に
類
す
る
者
）
の
日
記
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
「
家
記
」
以
外
の
様
々
な
人
々
の
日
記
が
「
諸
家
記
」
の
概
念
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

更
に
「
諸
家
記
」
と
記
し
た
後
に
、
「
一
門
記
在
一
一
此
内

L
と
し
て
、
別
に
「
一
門
記
」
と
い
う
区
分
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
「
一
門
」
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
人
々
を
指
す
の
か
、
例
え
ば
姻
戚
関
係
を
含
む
か
ど
う
か
な
ど
の
問
題
は
残
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
一

流
以
外
の
勧
修
寺
流
の
人
々
の
日
記
を
指
す
概
念
と
推
定
さ
れ
、
も
し
そ
う
だ
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
史
料

ωに
（
オ
）
と
し
て
枠
で
囲
ん

だ
日
記
が
こ
の
「
一
門
記
」
に
あ
た
る
。
平
安
中
期
以
降
、
京
都
山
科
の
勧
修
寺
を
一
族
の
結
束
の
紐
帯
と
し
て
き
た
勧
修
寺
流
藤
原
氏

も
、
為
房
の
後
、
そ
の
子
弟
か
ら
更
に
多
く
の
分
流
を
輩
出
し
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
頃
に
は
、
各
分
流
ご
と
に
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
「
家
」
の

寺
院
を
建
立
し
て
新
た
な
結
束
を
は
か
り
は
じ
め
て
い
た
ら
し
い
（
こ
の
経
房
子
孫
の
場
合
、
吉
田
の
地
に
あ
っ
た
浄
蓮
華
院
が
こ
れ
に
あ
た

る
）
。
そ
の
「
家
」
の
寺
院
は
、
「
家
」
と
の
由
緒
が
深
い
邸
宅
が
そ
の
ま
ま
寺
に
さ
れ
た
も
の
や
既
成
の
寺
院
が
利
用
さ
れ
た
も
の
な
ど
、

原
形
は
様
々
で
あ
る
が
、
「
家
」
の
長
者
が
管
理
し
、
所
領
が
施
入
さ
れ
、
「
家
」
出
身
の
僧
尼
が
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
。
時
に
そ



こ
に
は
、
「
家
」
の
日
記
・
記
録
ま
で
が
施
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
一
流
の
浄
蓮
華
院
に
も
、
史
料

ωの
傍
線
（
ウ
）
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
「
累
代
雑
文
書
」
が
「
堂
宝
物
」
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
家
」
の
寺
院
に
、
経
典
類
で
は
な
い
日
記
・
記
録
が

納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
一
流
の
人
々
に
よ
っ
て
共
同
利
用
し
易
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
で
あ
ろ
う
。
話
が
横
道
に
そ
れ
て

し
ま
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
「
家
」
の
寺
院
の
成
立
は
、
ぞ
れ
ま
で
保
っ
て
き
た
勧
修
寺
を
中
心
と
す
る
勧
修
寺
流
と
し
て
の
意

識
を
次
第
に
薄
れ
さ
せ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
一
門
記
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
家
記
の
中
に
従
来
か
ら
の
意
識
を

残
し
て
い
る
点
に
は
、
こ
の
「
家
」
の
家
記
の
も
つ
重
要
性
を
考
え
る
時
、
住
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
「
家
記
」
と
「
諸
家
記
」
と
い
う
区
分
は
、
表
①
に
示
し
た
他
の
「
家
」
の
譲
状
に
も
見
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
お
の
西
国
寺
実

兼
の
置
文
に
は
「
家
日
記
・
次
第
・
諸
家
記
・
雑
文
書
等
」
と
あ
り
、
却
の
久
我
長
通
譲
状
に
は
「
家
記
井
諸
家
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
「
諸
家
記
」
と
い
う
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
。
当
時
の
「
日
記
の
家
」
の
人
々
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
区
分
が
あ

る
程
度
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
更
に
こ
れ
と
は
別
な
家
記
の
分
類
が
知
ら
れ
る
。
史
料
仰
の
譲
状
の
段
階
で
は
「
成
人
」
以
前
で
か
つ
「
器
量
」
も
不
明
で

あ
っ
た
た
め
に
、
家
領
・
家
記
の
分
配
に
与
か
ら
な
か
っ
た
資
継
・
資
通
も
、
や
が
て
成
長
し
て
、
特
に
資
通
は
「
頗
為
一
一
器
量
一
者
」
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
分
配
し
直
す
必
要
が
生
じ
作
成
さ
れ
た
の
が
、
史
料
似
の
譲
状
で
あ
る
（
こ
の

譲
状
の
前
半
部
分
に
は
、
各
子
息
に
対
す
る
家
領
の
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
）
。
こ
の
付
の
中
に
経
俊
分
と
し
て
示
さ
れ
た
「
予
之
時

所
レ
書
之
家
記
井
諸
家
記
愚
記
雑
文
書
等
」
、
つ
ま
り
傍
線
部
（
ケ
）
は
、

ωの
譲
状
の
経
俊
分
と
し
て
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
資
継
・
資
通

の
相
続
分
を
除
い
た
も
の
と
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
（
ケ
）
の
最
初
の
部
分
「
予
之
時
所
書
之
」
は
、
次
に
続
く
「
家
記
」

に
の
み
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
似
の
「
家
記
」
と
し
て
並
べ
ら
れ
た
資
経
自
身
の
日
記
以
外
の
三

つ
の
日
記
は
、
資
経
が
自
ら
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
だ
か
ら
、
例
に
お
い
て
資
通
分
と
し
て
み
え
る
「
永
田
日
記
」

に
、
「
大
納
言
殿
御
本
」
（
経
房
が
書
写
し
た
と
い
う
意
か
）
と
注
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
制
で
は
、
傍
線
部

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

九



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

。

（
カ
）
の
「
大
蔵
卿
殿
井
大
納
言
殿
御
時
文
書
記
録
等
」
に
含
ま
れ
、
為
経
に
譲
与
さ
れ
た
分
か
ら
割
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
（
カ
）
・
（
ケ
）
の
記
載
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
代
ご
と
に
収
集
・
書
写
し
た
分
を
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
、
譲
与
の
際
の
単
位
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
意
識
が
や
は
り
、
表
①
の
却
の
久
我
長
通
の
譲
状
の
「
先
公
井
予
之
時
加
増
門

U
記
録
少
々
在
之
」

と
い
う
記
載
な
ど
に
見
出
さ
れ
、
第
一
の
区
分
と
同
様
に
、
「
日
記
の
家
」
に
共
通
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
点
と
し
て
、
譲
状
の
記
載
か
ら
、
機
会
あ
る
ご
と
に
家
記
の
増
加
に
努
め
て
い
た
「
日
記
の
家
」
の
当
主
資
経
の
努
力
と
で
も
い

っ
た
も
の
が
窺
え
る
。
史
料
糾
の
経
房
の
処
分
状
に
は
、
「
家
之
長
」
た
る
者
は
家
記
の
「
虫
払
」
を
怠
た
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
単
に
相
伝
さ
れ
た
家
記
の
維
持
・
保
存
に
意
を
払
う
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
も
自
記
す
る
こ
と
に
励
み
、
常
に
外
か
ら
新

た
な
日
記
の
入
手
を
図
っ
て
家
記
の
拡
充
に
努
め
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
義
務
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

前
述
の
よ
う
に
「
一
門
記
」
の
一
つ
と
し
て
推
定
さ
れ
る
朝
方
の
日
記
（
「
護
記
」
）
は
、
史
料
例
中
に
「
正
本
建
法
印
」
と
記
載
さ
れ
、

朝
方
の
子
息
隆
誉
（
系
図
I
参
照
）
と
い
う
僧
侶
か
ら
得
た
朝
方
の
自
筆
原
本
で
あ
っ
た
。
資
経
が
知
何
な
る
所
縁
で
隆
誉
か
ら
こ
の
日

記
を
得
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
注
に
よ
る
と
、
朝
方
の
息
朝
定
は
十
九
才
で
早
逝
し
、
更
に
そ
の
子
朝
基
も
「
為
一
一
強
盗

一
被
レ
訣
」
と
い
う
不
慮
の
死
を
遂
げ
て
お
り
、
朝
方
の
も
う
一
人
の
子
息
朝
経
の
子
朝
俊
も
「
承
久
戦
場
卒
」
と
い
う
有
様
だ
っ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
家
」
の
存
続
が
困
難
と
な
り
、
家
記
の
継
承
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
仕
方
な
く
僧
と
な
っ
て
い
た
隆
誉
が

保
管
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
朝
方
の
日
記
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
そ
の
父
朝
隆
の
日
記
も
、
『
玉
葉
』
仁
安
二
年
五
月

二
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
朝
方
が
相
伝
所
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
と
も
に
隆
誉
か
ら
入
手
し
た
日
記
か
も
し
れ
な
い
。

「
不
慮
入
手
」
し
た
と
い
う
「
有
佐
文
書
」
（
史
料
仰
の
（
ク
）
）
は
、
史
料
納
に
お
い
て
同
じ
く
高
経
に
譲
与
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
「
尚
抄
以
下
有
経
書
籍
」
（
史
料
糾
）
と
「
有
佐
文
書
」
は
同
じ
内
容
の
も
の
の
指
す
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料

を
公
に
さ
れ
た
中
村
直
勝
氏
は
、
「
有
経
」
に
変
わ
っ
て
い
る
点
に
疑
問
を
も
た
れ
た
ら
し
く
、
「
有
経
」
の
二
字
の
右
側
に
「
マ
〉
」
と

付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
道
網
流
藤
原
氏
に
「
為
一
一
経
房
卿
子
乙
で
あ
っ
た
と
い
う
有
経
と
い
う
人
物
が
見
え
て



そ
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
者
が
有
佐
で
あ
る
。
こ
の
有
佐
一
流
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
文
書
に
つ
い
て
、
資
経
が
単
に
名
前
を
言
い
換

え
た
だ
け
と
す
れ
ば
、
別
に
不
自
然
な
表
記
で
は
な
い
。
こ
れ
も
如
何
な
る
所
縁
で
資
経
が
得
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
「
家
」

の
文
書
を
ま
と
め
て
入
手
し
た
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

仰
の
「
諸
家
記
」
の
項
に
は
、
「
塊
記
」
（
藤
原
頼
長
の
日
記
）
・
「
中
右
記
」
・
「
糸
言
記
」
（
源
経
信
の
日
記
か
）
・
「
江
記
」
（
大
江
匡
房
の
日

記
）
・
「
礼
部
記
」
な
ど
、
結
構
こ
の
当
時
の
貴
族
社
会
に
流
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
優
れ
た
日
記
が
並
ん
で
い
る
。
家
嫡
と
は
言
え
な

い
経
俊
に
譲
与
さ
れ
る
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
家
」
の
家
記
の
水
準
の
高
き
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
建

久
六
（
一
一
九
五
）
年
に
亡
く
な
っ
た
藤
原
忠
親
の
「
山
擁
記
」
と
そ
の
父
忠
宗
の
日
記
が
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す

る
。
こ
の
忠
親
の
日
記
は
、
彼
の
死
後
、
そ
の
子
孫
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
一
方
『
玉
薬
』
の
記
事
に
に
よ
れ
ば
、

忠
親
の
死
後
ほ
ど
な
く
後
鳥
羽
院
に
書
写
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
手
を
経
て
後
に
そ
の
本
を
藤
原
道
家
も
書
写
す
る
機
会
を
得
、
「
末
代
無
比

類
之
記
」
の
入
手
を
喜
ん
で
い
る
ご
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
道
家
に
家
司
と
し
て
親
し
く
勤
仕
し
た
資
経
が
、
こ
の
方
面
か
ら
忠
親
の
日

記
を
入
手
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
忠
宗
の
日
記
も
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
も
う
少
し
太
い
パ
イ
プ
の
存
在
が
あ
っ

た
と
想
定
し
た
い
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
経
一
房
の
同
母
妹
が
忠
親
の
妻
と
な
っ
て
お
り
、
忠
親
を
公
事
の
師
と
仰
ぐ
経
房
と
の
親
密

な
関
係
は
、
経
房
の
日
記
に
散
見
し
、
そ
れ
は
忠
親
の
妻
の
死
後
も
続
い
て
い
た
。

ω今
夕
左
衛
門
権
佐
光
長
嫡
男
母
左
大
弁
俊
経
卿
女
、
年
十
、
加
首
民
、
右
中
弁
経
房
朝
臣
猶
子
也
、
の
於
一
一
彼
弁
亭
勘
解
由
小
路
官
、
有

母

堂

去

々

年

九

月

逝

去

、

二

目

一

一

万

里

小

路

東

此
事
一
予
為
一
一
加
冠
一
被
ν
請
、
行
一
一
向
他
所
一
事
所
ν
不
レ
好
也
、
就
レ
中
雄
ν
為
一
一
右
中
弁
沙
汰
工
人
理
行
一
一
向
佐
患
元
服
所
一
希
代
事
欺
、

（
不
脱
カ
）

大
将
向
ニ
祭
使
出
立
所
一
可
レ
准
レ
之
欺
、
然
而
此
一
族
人
々
知
一
一
父
子
一
大
小
巨
細
各
相
濯
、
更
変
一
一
旧
意
一
依
下
思
一
一
亡
室
事
一
思
中
愚
息

等
事
ム
所
一
一
行
向
一
也
（
後
略
）
（
『
山
塊
記
』
治
承
一
一
一
年
正
月
十
日
条
）

（
忠
観
）

例
堀
河
納
言
被
レ
借
一
一
送
直
物
文
書
一
皆
是
秘
書
也
、
本
懐
之
甚
也
、
雄
二
子
孫
一
必
可
レ
報
斗
謝
彼
深
恩
一
者
也
（
『
吉
記
』
寿
永
元
年
三
月
二

お
り
、十

三
日
条
）譲

状
と
「
日
記
の
家
」



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

史
料

ωの
傍
点
を
付
し
た
部
分
な
ど
は
、
と
の
一
流
の
結
束
力
の
強
さ
を
示
す
好
史
料
と
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
を
記
し
た
忠
親
自
身
、

こ
の
一
流
の
中
に
半
ば
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
忠
宗
・
忠
親
の
二
代
の

日
記
が
、
経
房
の
「
家
」
に
吸
収
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
日
記
は
前
述
の
「
一
門
記
」
と
紙
一
重
の
存
在
に
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
こ
の
一
族
の
家
記
の
収
集
力
の
強
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
点
と
し
て
、
史
料
似
の
（
キ
）
の
部
分
に
「
各
為
一
一
正
本
一
不
レ
可
ν
為
－
一
他
人
分

L
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
譲
状
に
記
さ
れ
る
記

名
の
各
所
に
「
正
本
」
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
譲
状
が
作
成
さ
れ
た
段
階
で
は
、
す
で
に
か
な
り
強

い
「
正
本
」
重
視
の
傾
向
が
存
在
し
て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
資
経
が
二
度
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
記
録
譲
状
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
第
二
章
で
説
明
し
た
よ
う
に
こ
の
傾
向
の
強
化
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
史
料
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
大
蔵
卿
殿
」
（
為
隆
）
・
「
故
弁
殿
」
（
光
一
房
）
・
「
大
納
言
殿
」
（
経
房
）
の
直
系
三
代
の
「
正
本
」
が
「
都
護
分
」
と
し
て
長
男
の
為
経
に
譲

与
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
家
」
の
継
承
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

為
経
の
譲
与
分
に
つ
い
て
触
れ
た
の
で
、
と
れ
ら
の
日
記
の
そ
の
後
の
行
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
表
①
M
の
経
世
の
処
分
状
に
よ

る
と
為
経
に
譲
与
さ
れ
た
家
記
は
、
そ
の
後
嫡
子
経
藤
に
相
伝
さ
れ
た
が
、
「
経
藤
入
道
遁
世
之
時
、
管
以
成
二
灰
蝿
一
了
」
と
い
う
と
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
処
分
状
か
ら
は
と
れ
以
上
の
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
経
藤
に
付
さ
れ
た
注
に
は
次
の
よ
う
に
み
え

て
い
る
。

弘
長
元
・
三
・
廿
七
経
任
補
一
一
五
位
蔵
人
一
依
ν
合
一
一
超
越
愁
一
欲
一
一
出
家
一
乃
被
レ
止
一
一
経
任
侍
中
一
同
ニ
年
四
月
八
日
以
一
一
経
任
一
直
被
レ

任
ニ
在
権
佐
一
之
問
、
同
十
月
焼
一
一
文
書
才
一
忽
出
家
、
法
名
知
源
。

経
藤
は
、
五
位
蔵
人
・
権
佐
（
左
衛
門
府
）
と
い
っ
た
官
職
へ
の
昇
進
で
、
異
母
弟
で
あ
る
経
任
（
彼
の
母
は
「
大
宮
院
半
物
」
で
あ
っ
た
）

に
追
い
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
「
愁
」
を
含
み
、
つ
い
に
文
書
を
焼
い
て
出
家
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
二
人
が
争
っ
た
こ
れ
ら
の

官
職
は
、
弁
官
を
加
え
て
「
三
事
兼
帯
」
と
し
て
、
勧
修
寺
流
の
人
々
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
職
歴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
任



は
、
そ
の
後
も
「
後
嵯
峨
・
亀
山
両
院
の
第
一
の
権
臣
」
と
し
て
異
例
の
昇
進
を
続
け
、
こ
の
一
流
で
は
幕
府
の
力
を
背
景
と
し
た
経
房

以
外
に
就
け
な
か
っ
た
権
大
納
言
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
経
藤
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
平
山
敏
治
郎
氏
が
「
相
伝
文
書
の
す

べ
て
火
中
に
投
じ
た
こ
と
は
、
す
で
に
一
家
の
断
絶
を
決
意
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
妥
当
な
見
解
と
い
え
よ
う
。

平
山
氏
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
勧
修
寺
流
藤
原
氏
に
は
他
に
、
「
依
レ
無
一
一
子
孫
一
焼
一
一
文
書
一
」
と
記
載
さ
れ
た
忠
方
（
顕
隆

流
）
と
い
う
人
物
も
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
見
え
て
お
り
、
家
記
に
執
着
の
強
い
こ
の
「
家
」
の
一
つ
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
た
だ
し
、
「
明
月
記
』
寛
喜
二
年
七
月
二
十
六
日
条
に
は
、
開
院
流
藤
原
氏
の
実
基
に
つ
い
て
「
家
文
書
可
焼
失
云
々
、
彼
家
己
磨
滅

撤
」
と
記
さ
れ
、
断
片
的
な
記
事
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
「
日
記
の
家
」
の
人
々
に
共
通
の
意
識
と
言
え
る
可
能
性
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
経
藤
の
事
件
を
記
載
し
た
経
俊
の
処
分
状
（
表
①
H
・
日
）
の
段
階
か
ら
、
家
記
の
相
伝
に
つ
い
て
、
ぞ
れ
ま
で
の
分
割
相
続
か
ら

嫡
子
一
人
に
す
べ
て
譲
与
す
る
単
独
椙
続
に
変
化
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
棋
氏
が
検
討
さ
れ
た
家
領
の
場
合
よ

り
、
か
な
り
早
い
移
行
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
経
俊
の
孫
定
資
（
表
①
却
）
、
そ
の
子
経
顕
（
表
①
訂
）
と
代
を
下
る
程
、
家
記
に
対
す

る
表
記
は
単
純
化
さ
れ
、
つ
い
に
延
文
五
（
一
三
六
O
）
年
に
作
成
さ
れ
た
経
顕
の
置
文
に
は
、
そ
れ
ま
で
連
綿
と
し
て
存
在
し
た
「
文
書

事
」
と
い
う
項
目
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
恐
ら
く
は
、
経
顕
あ
た
り
か
ら
使
用
が
始
ま
る
「
家
門
」
と
い
う
概
念
の
中
に
吸
収
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

久
我
家
領
の
伝
領
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
試
み
ら
れ
た
岡
野
友
彦
氏
は
、
南
北
朝
期
以
降
の
久
我
家
に
み
え
る
「
家
督
相
続
（
安
堵
）

と
家
領
相
続
（
安
堵
）
と
の
一
体
化
」
の
背
景
に
、
一
子
単
独
相
続
制
の
確
立
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
家
」
の
場
合
、
鎌
倉
期
、
通

光
の
置
文
（
表
①
9
）
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
通
光
の
後
妻
と
通
光
の
嫡
子
通
忠
と
の
聞
の
相
論
に
対
し
て
下
さ
れ
た
後
嵯
峨
院
宣
に
は
、

家
記
と
家
領
の
両
方
に
対
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
南
北
朝
期
以
降
の
室
町
幕
府
や
朝
廷
な
ど
か
ら
出
さ
れ
た
相
続
安
堵
関
係
の
文
書

は
、
例
え
ば
「
御
家
門
井
家
領
等
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
家
領
に
つ
い
て
の
記
載
は
あ
っ
て
も
、
家
記
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
家
記
が
「
家
」
の
要
素
と
し
て
の
位
置
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に

譲
状
と
「
日
記
の
家
」



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

四

平
山
氏
が
多
く
の
例
を
挙
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
「
家
」
の
断
絶
の
際
に
、
常
に
そ
の
家
記
の
所
在
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
家
記
が
「
家
」
と
ま
っ
た
く
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
生
じ
た
現
象
と
見
倣
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
勧
修
寺
流
の
よ
う
に
、
家
記
が
家
領
よ
り
も
早
く
「
家
」
と
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
き

た
よ
う
な
「
正
本
」
重
視
の
傾
向
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
家
記
の
「
家
」
の
象
徴
と
し
て
の
性
格
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の

「
家
」
の
場
合
、
家
領
荘
園
の
流
入
は
代
ご
と
に
か
な
り
頻
繁
で
、
あ
く
ま
で
経
済
的
な
手
段
と
し
て
の
役
割
し
か
果
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
代
々
受
け
継
い
で
き
た
寺
院
・
邸
宅
や
家
記
に
は
、
「
家
」
を
象
徴
す
る
意
味
合
い
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
「
日
記
の
家
」
の
視
角
か
ら
見
た
場
合
、
「
家
門
」
と
は
、
「
家
」
と
一
体
化
し
た
家
記
な
ど
の
相
伝
が
そ
の
ま
ま
「
家
」
の
相
続
と
見

倣
さ
れ
る
よ
う
な
段
階
に
ま
で
達
し
た
時
、
生
じ
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

2
）
 

註

（1
）
表
②
の
A
項
に
み
え
る
よ
う
に
、
貴
族
階
層
の
記
録
譲
状
は
、
勧
修
寺
流
藤
原
氏
（
勧
修
寺
家
）
・
九
条
流
藤
原
氏
（
九
条
家
）
・
村
上
源
氏

（
久
我
家
）
な
ど
に
あ
る
程
度
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
と
ま
っ
て
残
存
す
る
こ
と
の
少
な
い
こ
の
時
代
の
貴
族
の
家
文

書
の
中
で
も
、
こ
れ
ら
の
家
の
も
の
が
比
較
的
に
よ
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
表
①
犯
の
勘
解
由

小
路
兼
綱
の
譲
状
に
は
、
「
且
家
記
等
事
、
父
祖
二
代
御
譲
状
等
、
同
所
相
副
也
」
と
記
さ
れ
、
兼
綱
の
祖
父
兼
仲
・
父
光
業
の
記
録
諮
問
状

の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
こ
こ
に
提
示
し
た
「
家
」
だ
け
で
も
も
っ
と
記
録
譲
状
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
一
般
の
譲
状
自
体
、
代
々
作
成
さ
れ
る
訳
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
各

「
家
」
ご
と
に
細
か
く
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
如
、
昭
和
四
十
五
年
、
後
に
同
氏
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
所
収
）
。
森
茂
暁
『
南

北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
（
文
献
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
）
。
美
川
圭
「
関
東
申
次
と
院
伝
奏
の
成
立
と
展
開
」
（
『
史
林
』
町

3
、

昭
和
五
十
九
年
）
、
藤
原
良
章
「
公
家
庭
中
の
成
立
と
奉
行
l
中
世
公
家
訴
訟
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
｜
」
（
『
史
学
雑
誌
』
倒
｜
口
、
昭
和
六
十

年
）
な
ど
。

渡
辺
康
市
「
古
代
末
期
受
領
考
」
（
『
日
本
封
建
制
成
立
の
諸
前
提
』
、

昭
和
三
十
五
年
）

な
ど
。

3 



（

4
）
 

（

5）
 

（

6
）
 

（

7）
 

（

8
）
 

「
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
」
（
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
、
昭
和
三
十
七
年
、
後
に
同
氏
前
掲
書
所
収
）

「
公
卿
家
領
の
成
立
と
そ
の
領
有
構
造
」
（
『
日
本
歴
史
側
、
昭
和
六
十
一
年
）
。

「
『
吉
黄
記
』
に
つ
い
て
」
（
『
古
記
録
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
四
十
五
年
）
。

平
山
敏
治
郎
『
日
本
中
世
家
族
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
昭
和
五
十
五
年
）
三
十
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

史
料
的
の
「
資
通
分
」
に
み
え
る
「
重
方
朝
臣
記
」
は
、
顕
隆
流
の
顕
能
の
子
重
方
の
日
記
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
も
「
一
門
記
」
の
一
つ

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
初
度
の
譲
与
の
際
に
は
、
為
経
の
分
に
含
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
割
か
れ
て
「
資
通
分
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

〉つ。河
野
房
男
『
右
府
藤
原
宗
忠
と
日
野
法
界
寺
』
（
別
府
大
学
研
究
叢
書
第
一
集
、
昭
和
五
十
四
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
、
一
条
本
堂
や
法

界
寺
の
堂
塔
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

「
藤
原
良
平
施
入
状
」
（
『
門
葉
記
』
七
十
四
、
『
鎌
倉
遺
文
』
五
三
五
三
）
。

は
じ
め
に
註
（
1
）
C
論
文
。

同
前
。

す
で
に
経
房
段
階
で
、
中
右
記
（
『
吉
記
』
文
治
元
年
十
二
月
二
日
条
な
ど
）
・
経
信
卿
記
（
同
寿
永
元
年
九
月
二
日
条
）
な
ど
は
所
持
さ

れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
忠
親
の
日
記
は
、
『
明
月
記
』
承
元
二
年
七
月
二
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
子
息
兼
宗
に
、
更
に
同
建
暦
二
年
六
月
八
日
、
建
保
元
年
九

月
七
日
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
孫
の
忠
定
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

安
貞
二
年
三
月
十
三
日
条
。

「
藤
原
光
雅
願
文
」
（
「
鎌
倉
遺
文
』
八
四
四
）
。
な
お
、
こ
の
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
昇
進
ル
l
ト
に
つ
い
て
は
、
本
章
註
（
4
）
の
橋
本
論
文
、

同
註
（
6
）
の
菊
池
論
文
に
詳
し
い
。

本
郷
和
人
「
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」
（
石
井
進
編
『
中
世
の
人
と
政
治
』
、
昭
和
六
十
三
年
）
第
六
章
註
（
日
）
参
照
。

本
章
註
（
7
）
平
山
氏
著
書
一

O
四
ペ
ー
ジ
。

本
章
註
（
5
）
棋
氏
論
文
。

中
村
直
勝
「
勧
修
寺
家
領
に
就
い
て
」
（
『
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
』
、
昭
和
十
四
年
）
。

「
久
我
家
領
荘
園
の
伝
領
と
そ
の
相
続
安
堵
」
（
『
史
学
雑
誌
』
肝
｜
4
、
昭
和
六
十
三
年
）
。

「
久
我
家
文
書
』
一
三

O
（二）。

9 （叩）
（日）

（臼）
（日）

（日）16 15 （口）
（凶）

（叩）
（却）

（幻）
（泣）

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

五



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

六

（幻）
（

M）
 

（お）

同
前
一
｜
一
四
六
二
）
・
一
六
七
（
六
）
。

本
章
註
（
7
）
平
山
氏
著
書
第
三
章
第
六
節
。

本
章
註
（
5
）
根
氏
論
文
。

お
わ
り
に

以
上
、
記
録
譲
状
に
つ
い
て
の
分
析
を
進
め
て
き
た
が
、
本
稿
で
具
体
的
に
と
り
上
げ
て
内
容
の
分
析
ま
で
行
な
え
た
も
の
は
ご
く
一

部
に
す
ぎ
ず
、
残
さ
れ
た
課
題
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
し
か
し
、
一
応
の
準
備
作
業
と
見
通
し
だ
け
は
成
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考

え
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
事
実
を
も
と
に
、
よ
り
広
い
視
野
を
も
っ
て
中
世
の
日
記
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で

述
べ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
中
間
報
告
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
総
括
的
な
結
論
は
後
日
に
期
し
た
い
が
、
最
後
に
一
応
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
る

た
め
に
、
「
日
記
の
家
」
と
こ
れ
ら
記
録
譲
状
と
の
関
係
を
、
貴
族
階
層
に
限
定
し
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

前
稿
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
日
記
の
家
」
と
い
う
表
現
は
、
十
二
世
紀
を
中
心
に
史
料
に
現
わ
れ
、
十
三
世
紀
に
入
る
と
ほ
と
ん
ど
姿

を
消
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
本
稿
で
提
示
し
た
記
録
譲
状
は
、
こ
の
「
日
記
の
家
」
と
い
う
語
が
見
え
な
く
な
る
十
三
世
紀

に
数
多
く
出
現
し
、
中
世
後
期
ま
で
継
続
す
る
。
こ
の
ニ
つ
の
現
象
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
本

稿
で
は
第
二
章
に
お
い
て
、
日
記
、
特
に
家
記
と
表
現
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
貴
族
た
ち
の
意
識
の
変
化
が
、
記
録
譲
状
と
い
う
も
の
を

発
生
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
発
生
に
よ
り
「
日
記
の
家
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
も
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
い
っ
た
と
想

定
し
た
。
こ
れ
は
「
日
記
の
家
」
化
が
こ
の
頃
に
急
速
に
進
行
し
、
十
三
世
紀
以
降
の
貴
族
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
「
家
」
が
「
日

記
の
家
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
日
記
の
家
」
と
殊
更
に
表
現
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
「
家
」
の
相
続
聞
に
お
い
て
所
領
だ
け
で
な
く
日
記
を
ど
う
扱
う
か
が
新
た
な
問
題
と
し
て
登
場
し
、
人
々

の
関
心
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
は
、
あ
く
ま
で
政
務
・
儀
式
の
た
め
の
実
用
品
的
な
存
在
だ
っ
た
日
記
が
、
家
記
と
し



て
集
積
し
作
成
さ
れ
る
従
い
、
様
々
な
付
加
価
値
が
生
じ
、
逆
に
「
家
」
の
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
極
端
に
言
え
ば
、
実
用
品
と
し
て
公
卿
学
の
研
究
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
よ
り
も
、
と
も
か
く
「
家
」

に
所
持
し
て
い
る
こ
と
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
な
時
代
に
変
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
史
料
例
の
（
ウ
）
の
部
分
で
、
経
房
が
自
身
の
家
記
に
つ
い
て
「
朝
家
之
重
器
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
に
は
、
単
な
る
修
飾
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
深
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ
て
、
経
房

は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
参
考
の
た
め
に
史
料
を
掲
げ
る
。

ωて
文
書
事

於
ニ
官
文
書
一
者
、
子
孫
之
中
、
継
家
奉
公
之
者
進
退
之
、
敢
不
レ
可
一
一
失
堕
一
之
由
、
高
祖
父
大
夫
史
天
養
元
年
起
請
畢
、
今
亦
不
レ

可
ニ
依
違
一
（
中
略
）
文
籍
記
録
積
今
在
一
一
子
家
一
披

A
H
J

仕
一
一
子
朝
一
｛
イ
）
府
側
副
劃
到
不
レ
可
ν
過
レ
斯
、
就
ν
中
、
（
ロ
）
劃
劇
剖
刻
蜘
町
議

剖

剛

副

州

刻

劃

側

凶

劇

剣

割

判

例

剥

雪

刻

闇

副

刻

刻

雪

期

刻

、

【

ハ

）

判

記

劃

柑

割

引

副

副

罰

則

レ
被
レ
輩
、
全
非
レ
被
レ
重
一
五
且
（
身
一
為
レ
令
レ
重
一
一
文
書
一
也
、
匪
下
音
被
安
重
二
文
書
一
偏
是
為
一
一
朝
家
一
也
。

こ
れ
は
表
①
の
日
に
提
示
し
た
小
槻
有
家
起
請
案
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
有
家
は
、
自
家
に
集
積
し
た
「
文
籍
記
録
』
を
傍
線
部
（
イ
）

の
如
く
「
末
代
之
重
宝
」
と
表
現
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
（
ハ
）
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
相
伝
す
る
者
は
特
に
朝
廷
か
ら
重
ん
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
本
人
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
持
す
る
文
書
が
重
視
さ
れ
る
た
め
で
あ

る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
極
端
な
意
識
は
、
（
ロ
）
の
部
分
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
経
緯
が
加
わ
っ
た
官
務
家
小
槻
氏
の
、

「
家
」
と
し
て
特
殊
な
事
情
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
は
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
意
識
が
か

な
り
一
般
化
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
例
え
ば
、
摂
関
家
の
藤
原
道
家
（
九
条
流
）
は
、
天
福
元
ご
二
一
三
ニ
）
年
四
条
天
皇
（
実
際
は
そ

の
父
後
堀
河
上
皇
）
に
上
奏
し
た
奏
状
の
中
で
、
任
官
叙
位
に
つ
い
て
述
べ
、
「
才
行
」
・
「
奉
公
」
・
「
重
代
」
と
い
う
選
任
規
準
を
提
言
し
た

後
、
「
共
無
一
一
才
望
一
者
可
レ
付
一
一
文
書
相
伝
一
殿
、
君
之
不
レ
奔
レ
家
者
重
二
父
祖
之
記
録
一
賞
一
家
門
之
典
籍
一
之
故
也
」
と
記
し
て
い
る
の

譲
状
と
「
日
記
の
家
」

七



譲
状
と
「
日
記
の
家
」

/¥ 

で
あ
り
、
前
述
の
有
家
の
よ
う
な
意
識
が
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
別
に
お
か
し
く
と
も
何
と
も
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
家
格
が
固
定
化
し
、
停
滞
し
つ
つ
あ
っ
た
鎌
倉
期
の
貴
族
社
会
で
は
、
「
日
記
の
家
」
化
し
て
い
る
こ
と
が

「
家
」
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
唯
一
の
最
低
条
件
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
や
が
て
、
南
北
朝
期
を
す
ぎ
、
日
記
と
い
う
文
化

自
体
変
質
を
遂
げ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貴
族
（
公
家
）
た
ち
が
営
々
と
日
記
を
記
し
続
け
て
い
く
一
つ
の
要
因
が
こ
こ
に
す
で
に
熟

成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

（1
）
は
じ
め
に
註
（
1
）
A
論
文
。

（2
）
こ
の
「
家
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
「
官
務
家
小
槻
氏
の
成
立
と
そ
の
性
格
」
（
「
書
陵
部
紀
要
』
日
、
昭
和
三
十
四
年
、
後
同

氏
前
掲
書
所
収
）
、
曽
我
良
成
「
官
務
家
成
立
の
歴
史
的
背
景
」
（
「
史
学
雑
誌
」
位
｜
3
、
昭
和
五
十
八
年
）
、
佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世

国
家
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）
第
一
章
第
二
節
な
ど
。

「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
六
十
八
巻
古
文
書
集
』
（
天
理
大
学
出
版
部
、

3 

昭
和
六
十
一
年
）
所
収
「
九
条
家
文
書
」
巻
三
。



〈
系
図
I
v
勧
修
寺
流
藤
原
氏
と
そ
の
臼
飽

冬
銅
｜
｜
良
門
｜
｜
高
藤
｜
｜
定
方

l
l朝
頼

i
l為
輔

i
l宣
孝
｜
｜
鐙

1 L」
経

藤

「「

被

1
1
1
7懲
方

為

隆

上

戸

i
i

「

光

房ー日

顕
隆
上
重
量
の

祖
・
省
略
｝

〈
凡
例
V

山
原
則
的
に
室
町
期
ま
で
「
家
」
が
継
続
し
た
も
の
、
更
に

日
記
の
記
主
が
存
在
す
る
も
の
の
み
『
尊
卑
分
脈
』
を
抄

出
し
て
作
成
し
た
。

ω門
U
で
人
名
を
囲
ん
だ
者
は
、
処
分
状
が
残
さ
れ
て
い

る
者
で
あ
る
。

印
人
名
に
※
印
を
付
し
た
者
は
、
資
経
の
処
分
状
（
表
①
の

5
－
ω）
に
そ
の
日
記
が
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
。

ω人
名
の
右
側
に
傍
線
を
付
し
た
者
は
、
そ
の
日
記
が
史

料
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
々
に
つ

き
簡
単
な
考
証
を
付
す
。
た
だ
し
、
斎
木
一
馬
「
歴
代
主

要
日
記
一
覧
」
（
『
日
本
史
総
覧
」

I
所
収
｝
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
日
記
は
省
略
し
た
。

的
為
輔
：
：
：
『
台
記
』
久
安
4
・
7
－
u、
同
日
・
幻
条
な
ど
。

的
宣
孝
・
・
・
・
・
・
『
西
宮
記
』
。

例
隆
方
：
：
：
『
台
記
』
久
安
4
・
7
・
u、
『
清
搬
眼
抄
』

な
ど
。

伺
顕
隆
：
：
：
『
山
塊
記
』
安
元
々
・

8
－
m、
『
立
坊
部
類
』

｛
柳
原
本
｝
、
『
玉
薬
』
承
久
2
・

m
・
5
。

同
重
隆
・
：
：
・
『
中
外
抄
』
、
『
古
口
記
』
寿
永
元
・
8
・
7
な
ど
。

同
判
長
陵
：
：
：
『
古
田
記
』
治
承
5
・
3
・
3
。

同
朝
隆
：
：
：
『
玉
葉
』
仁
安
2
・
5
・
幻
、
「
吉
記
』
寿
永

一元・

8
・
2
な
ど
。

例
親
隆
：
：
：
『
台
記
』
康
治
元
－

m
－
u、
『
玉
策
』
建
久

2
・
ロ
・

M
な
ど
。
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例
憲
方
：
：
：
『
台
記
』
天
養
元
－

m
－
m
品。

判
光
房
：
：
：
『
台
記
』
康
治
元
・

7
・
6
、
『
玉
薬
』
文
治

2
・

m
・

mな
ど
。

M
W
顕
時
：
：
：
『
吉
記
』
安
元
2
・
5
・
銭
、
『
経
俊
卿
記
」

文
永
6
・
正
－
ー
な
ど
。

制
朝
方
：
：
：
藤
原
資
経
処
分
状
｛
勧
修
寺
家
文
書
）
。

伺
為
親
：
：
：
『
大
嘗
会
部
類
』
｛
鷹
司
本
｝
。

伺
親
雅
：
：
：
『
仙
洞
御
移
徒
部
類
』
（
伏
見
宮
本
）
。

制
定
長
：
：
：
『
妙
棋
記
』
文
応
元
・

4
・
7
、
『
葉
黄
記
』

宝
治
2
・
7
・
6
な
ど
。

例
光
長
：
：
：
『
朔
旦
冬
至
部
類
』
｛
務
類
｝
C

例
親
房
：
：
：
『
玉
薬
』
建
贋
2
・
8
・ぉ、

M
W
に
同
じ
。

例
定
経
：
：
：
『
吉
記
』
寿
永
2
・6
－
m
『
タ
郎
拝
賀
次
第
』

（
続
群
類
）
。

明
重
長
・
・
・
・
・
・
『
記
録
異
同
考
』
。

川
成
長
・
：
：
・
『
玉
薬
』
承
一
元
4
・
2
－
n。

例
長
房
：
：
：
『
公
衡
公
記
』
正
和
4
・
5
・
n、
同
に
同
じ
。

判
顕
雅
：
：
：
『
葉
黄
記
』
寛
元
4
－

m
－

u、
同
に
同
じ
。

例
資
経
：
：
：
『
業
費
記
』
宝
治
2
・
8
・
1
、
M
W
に
同
じ
。

制
定
高
・
・
・
・
・
・
同
に
同
じ
。

光
ー
ー
光
経
｜
｜
朝
房
｜
｜
氏

房
↓
（
海
住
山
家
）

ω為
経
：
：
：
『
盲
目
伝
』
、
『
洞
院
家
記
』
。

川
円
忠
高
：
：
：
「
歴
代
残
欠
日
記
』
却
。

料
雅
俊
：
：
：
『
正
安
元
年
新
院
両
枇
御
幸
記
』
（
続
群
類
｝
。

例
雅
任
：
：
：
『
公
衡
公
記
』
嘉
元
2
・
8
・
9
0

付
経
任
：
：
：
『
闘
太
暦
』
貞
和
3
・
9
・ぉ。

制
俊
定
：
・
・
：
同
前
貞
和
3
・
正
－

n。

付
宣
房
：
：
：
『
建
内
記
』
永
享

u・
6
・8
、
嘉
吉
元
・
4
・

M
な
ど
。

同
為
方
：
：
：
『
公
衡
公
記
』
嘉
元
2
・
7
・
問
、
問
7
・幻。

ハ
判
定
一
房
一
：
：
：
『
吉
口
伝
』

的
隆
美
：
：
：
関
前
、
『
後
宇
多
院
御
灘
頂
記
』
（
群
類
｝
。

同
頼
定
：
：
：
『
御
即
位
部
類
』
（
柳
原
本
）
。

肘
藤
房
：
：
：
『
改
元
部
類
』
（
柳
原
本
｝
。

M
H
季
房
：
：
：
『
建
内
記
』
嘉
吉
元
・

4
・旭川。

同
藤
長
：
・
：
・
『
園
太
暦
』
貞
和
元
・

u
・
問
、
同
2
・
正
・

7
な
ど

例
宣
明
：
・
：
・
『
室
胤
卿
記
』
永
正
M
－
u
・幻。

仰
嗣
房
：
：
：
『
建
内
記
』
正
長
元
・

5
・
mm
、
岡
6
・
nな

ど。
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