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尾
張
国
山
田
郡
水
野
氏
の
中
世
系
図
に
つ
い
て

青
山
幹
哉　

は
じ
め
に

尾
張
藩
士
水
野
権
平
家
︵
江
戸
時
代
中
期
の
当
主
の
多
く
が
﹁
権
平
﹂
を
名
乗
っ
た
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
称
す
︶
に
は
︑
十
五
世
紀

頃
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
中
世
系
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
古
系
図
︵
以
下
︑﹁
水
野
氏
中
世
系
図
﹂
と
記
す
︶
に
つ
い

て
は
︑
い
さ
さ
か
疑
問
に
思
う
点
が
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑
十
五
世
紀
以
降
の
子
孫
が
書
き
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
も
う
一

つ
は
︑
江
戸
前
期
か
ら
そ
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
新
た
に
自
分
の
家
︵
一
族
︶
の
系
図
を
作
成
す
る
際
に
は
︑
作
成
者
︵
ま
た
は
依
頼
者
︶
で
あ
る
自
分
か
︑
す
で
に
生

ま
れ
て
い
る
自
分
の
子
・
孫
の
世
代
ま
で
を
記
載
す
る
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
系
図
末
尾
に
幾
分
か
の
余
白
を
設
け
て
お
く
こ
と
も

多
い
︒
そ
れ
は
将
来
の
子
孫
に
よ
る
書
き
継
ぎ
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
水
野
氏
中
世
系
図
に
も
末
尾
に
は
余
白
が
あ
り
︑
最

末
の
人
物
名
の
左
に
は
朱
の
系
線
が
続
い
て
い
る
︵
図
一
参
照
︶︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
︑
書
き
継
ぎ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
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ま
た
︑
一
族
系
図
・
家
系
図
と
い
う
も
の
は
︑
自
家
の
レ
ガ
リ
ア
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
通
常
は
大
切
に
保
管
し
て
お
き
︑

法
事
な
ど
の
重
要
な
祭
事
に
際
し
て
身
内
だ
け
が
披
見
す
る
も
の
で
あ
る⎠

1
⎝

︒
た
や
す
く
興
味
本
位
の
他
者
に
披
見
を
許
す
も
の
で
は
な

い
︒
し
か
し
︑
水
野
氏
中
世
系
図
は
︑
近
世
早
く
か
ら
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
他
者
に
知
ら
れ
て
お
り
︑
他
者
の
実
見
が
許
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
単
に
そ
の
時
々
の
水
野
家
当
主
の
性
格
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
な
関
心
か
ら
︑
水
野
氏
中
世
系
図
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
系
図
な
の
か
︑
本
稿
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
す
る

こ
と
に
す
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
で
は
︑
水
野
氏
中
世
系
図
を
原
本
で
は
な
く
写
真
版
に
よ
っ
て
調
査
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く⎠

2
⎝

︒

一　

系
図
の
制
作
過
程

水
野
氏
中
世
系
図
の
現
状
は
︑
縦
三
二
・
五
セ
ン
チ　

メ
ー
ト
ル
︑
横
二
〇
八
・
〇
セ
ン
チ　

メ
ー
ト
ル
︑
楮
紙
四
紙
を
継
紙
し
た
巻
子
で
あ
り
︑
外
題
に
﹁
水

野
氏
系
図
﹂︑
奥
裏
書
に
﹁
昭
和
五
十
四
年
八
月
成
巻
了
﹂
と
︑
表
装
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る⎠

3
⎝

︒

氏
祖
を
桓
武
天
皇
と
し
︑
初
め
て
﹁
水
野
﹂
と
名
字
が
小
書
さ
れ
た
﹁
景
俊
﹂
を
経
て
︑
致
高
の
子
で
あ
る
頼
致
の
代
で
終
わ
る
︒

致
高
は
︑
応
永
十
九
年
︵
一
四
一
二
︶
十
二
月
二
十
四
日
付
け
の
称
光
天
皇
口
宣
案⎠

4
⎝

に
見
え
る
人
物
で
あ
る
︒

水
野
氏
中
世
系
図
は
︑
内
容
と
表
記
方
法
か
ら
︑
三
つ
の
﹁
固
ま
り⎠

5
⎝

﹂
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︵
図
一
参
照
︶︒
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尾張国山田郡水野氏の中世系図について
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図一　　水野氏中世系図の模式図
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①　

桓
武
天
皇
か
ら
師
桑
平
次
経
家
ま
で

②　

景
貞
か
ら
致
氏
ま
で

　

Ａ　

景
家
・
景
俊
流

　

Ｂ　

高
重
～
高
俊
流

　

Ｃ　

高
康
・
高
氏

　

Ｄ　

景
清
流
・
景
広
流

③ 

水
野
致
顕
以
降
と
高
氏
兄
弟

①
は
︑
中
世
の
桓
武
平
氏
系
図
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
冒
頭
部
か
ら
始
ま
り
︑
高
望
王
の
子
の
良
将
・
良
繇
・
良
村
・
良
兼
兄
弟
の
列
記⎠

6
⎝

が
あ
り
︑
そ
の
兄
弟
の
中
か
ら
良
兼
の
流
が
選
択
さ
れ
︑
そ
の
後
が
記
載
さ
れ
た
︒
こ
の
箇
所
は
︑
お
お
む
ね
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
や
﹁
入

来
院
家
本
平
氏
系
図
﹂
な
ど
と
同
様
で
あ
る
︒
桓
武
平
氏
系
図
と
し
て
の
共
通
の
祖
型
が
あ
り
︑
そ
れ
を
範
と
し
て
作
成
し
た
の
で
あ

ろ
う
︒
た
だ
し
︑
良
兼
流
以
外
に
︑
水
野
氏
と
は
関
係
の
な
い
良
将
流
に
﹁
将
門
―
将
常
﹂
と
子
孫
が
記
さ
れ
︑﹁
将
門
﹂
の
左
傍
の

小
書
に
﹁
相
馬
小
次
郎
﹂
の
注
記
が
あ
る
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
系
図
の
作
成
時
期
に
は
︑
す
で
に
将
門
を
相
馬
氏
の
祖
と
す
る
言
説

が
社
会
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る⎠

7
⎝

︒
ま
た
︑﹁
公
雅
﹂
の
子
孫
と
し
て
︑
水
野
氏
と
関
係
の
な
い
致
成
流
が
入
っ
て
い
る
が
︑

こ
れ
も
軍
記
物
な
ど
で
有
名
と
な
っ
て
い
た
﹁
鎌
倉
権
五
郎⎠

8
⎝

﹂
を
あ
え
て
記
す
た
め
で
あ
ろ
う
︒

祖
型
か
ら
の
写
し
と
し
て
は
︑
や
や
雑
な
と
こ
ろ
が
数
カ
所
に
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
良
村
﹂
の
右
傍
に
は
﹁
村
岡
四
郎
﹂
と
小
書
さ

れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
村
岡
五
郎
﹂
の
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
公
雅
﹂
の
﹁
公
﹂
で
あ
る
べ
き
文
字
の
画
数
は
書
き
直
し
た
か
の

よ
う
に
一
画
多
い
よ
う
に
も
見
え
︑
実
際
︑
こ
の
系
図
を
翻
刻
し
た
﹃
瀬
戸
市
史
資
料
編
三
﹄
で
は
﹁
公
﹂
で
は
な
く
﹁
玄
﹂
と
判
読
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し
て
﹁
玄
雅
﹂
と
し
て
い
る⎠

9
⎝

︒

良
兼
の
流
れ
は
︑
こ
れ
も
軍
記
物
で
名
高
い
大お
お

箭や

の
致
経
ま
で
下
る
と
︑
そ
の
子
に
﹁
師
桑
平
次
経
家
﹂
を
釣
り
︑
こ
こ
で
平
氏
を

称
す
る
尾
張
地
方
の
豪
族
系
図
と
し
て
の
姿
が
現
わ
れ
る
︒﹁
師も
ろ
く
わ桑
﹂
の
地
名
は
︑
現
在
の
愛
知
県
愛
西
市
に
﹁
諸も
ろ
く
わ桑
﹂
と
し
て
残
っ

て
お
り
︑
経
家
は
こ
の
辺
り
に
勢
力
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

②
は
︑
新
し
い
行
の
最
上
列
に
位
置
す
る
﹁
景
貞
﹂
を
祖
と
し
た
一
族
の
系
図
と
な
る
﹁
固
ま
り
﹂
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
以
下
に

述
べ
る
諸
氏
が
同
族
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
形
態
︑﹁
一
族
系
図
﹂
の
躰
を
な
し
て
い
る
︒
名
字
と
な
っ
た
地
名
か
ら
推
測
す
る
と
︑

こ
の
一
族
は
尾
張
国
山
田
郡
の
﹁
志
談
﹂︵
名
古
屋
市
守
山
区
志
段
味
︶︑
水
野
︵
瀬
戸
市
︶
や
那
古
野
︵
名
古
屋
市
︶
な
ど
に
広
が
っ

た
ら
し
い
︒

景
家
流
︵
岡
田
・
太
田
氏
︶
と
景
俊
流
の
水
野
有
高
ま
で
の
箇
所
︵
Ａ
︶
が
先
に
あ
り
︑
列
を
上
に
上
げ
た
高
重
か
ら
高
俊
ま
で
の

兄
弟
の
流
れ
︵
志
談
氏
︶
の
箇
所
︵
Ｂ
︶
が
追
加
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
ま
た
︑﹁
高
支
﹂︵﹁
高
文
﹂
あ
る
い
は
﹁
高
友
﹂
の
誤
写
か
︶

の
子
・
孫
で
あ
る
﹁
高
康
﹂﹁
高
氏
﹂
の
箇
所
︵
Ｃ
︶
の
系
線
は
朱
で
は
な
く
墨
で
あ
り
︑
高
康
・
高
氏
の
二
世
代
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
後
か
ら
情
報
を
得
て
追
加
し
た
か
︑
単
に
朱
を
入
れ
損
な
っ
た
か
︵
他
の
系
線
は
墨
に
朱
を
重
ね
て
い
る
︶︒
さ
ら
に
景
清
流
︵
水

野
氏
︶
と
景
広
流
︵
那
古
野
氏
︶
の
箇
所
︵
Ｄ
︶
は
︑
Ｂ
と
同
時
に
記
載
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
︒

②
の
Ｂ
の
箇
所
︑
す
な
わ
ち
高
重
流
の
志
談
氏
と
高
俊
流
の
水
野
氏
を
主
と
す
る
箇
所
が
︑
こ
の
系
図
の
主
要
部
で
あ
っ
た⎠

10
⎝

︒
こ
こ

で
は
︑
高
俊
の
子
﹁
致
高
﹂
に
斜
線
を
付
し
て
見
せ
消
ち
で
﹁
高
致
﹂
と
し
た
訂
正
と
︑
高
致
の
子
﹁
致
氏
﹂
に
小
書
さ
れ
た
﹁
水
野

刑
部
左
衛
門
三
郎
﹂
の
﹁
三
﹂
を
上
か
ら
書
き
直
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
︒

Ｄ
の
箇
所
に
も
い
く
つ
も
の
訂
正
が
見
ら
れ
る
︒﹁
景
清
﹂
か
ら
下
に
垂
直
に
系
線
が
引
か
れ
︑﹁
基
清
﹂
が
釣
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ

の
右
に
一
度
︑
系
線
を
引
き
人
名
を
書
い
て
消
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
︒
中
世
系
図
で
は
基
軸
か
ら
左
に
系
線
を
引
い
て
子
を
釣
る
の
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が
通
例
で
あ
る
の
で
︑
基
軸
よ
り
も
右
に
書
く
と
い
う
こ
と
は
﹁
基
清
﹂
を
書
い
た
後
か
ら
誰
か
︵
基
清
の
兄
か
︶
を
追
加
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
こ
の
追
加
は
擦
り
消
さ
れ
た
︒
ま
た
︑﹁
景
広
﹂
の
﹁
景
﹂
字
も
書
き
直
さ
れ
︵
消
さ
れ
た
下
の
字
は
判

読
不
能
︶︑
そ
の
左
傍
の
﹁
那
古
野
平
六
﹂
と
あ
る
小
書
も
﹁
野
平
﹂
の
字
に
太
く
二
度
書
き
し
て
︑
最
初
に
書
こ
う
と
し
た
文
字
を

直
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
訂
正
の
多
さ
を
考
慮
す
る
と
︑
Ｄ
の
箇
所
は
下
書
き
か
ら
清
書
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
書
く
べ
き
事
項
を

迷
い
な
が
ら
記
載
し
た
箇
所
と
思
わ
れ
る
︒

③
は
︑
水
野
致
顕
︵
致
秋
︶
か
ら
の
三
世
代
と
高
氏
兄
弟
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
︑
そ
れ
ま
で
と
は
い
さ
さ
か
筆
が
異
な
る
︒

②
ま
で
が
︑一
旦
︑作
成
さ
れ
た
後
に
追
筆
さ
れ
た
︵
書
き
継
が
れ
た
︶
箇
所
で
あ
ろ
う
︒
十
四
世
紀
の
観
応
の
擾
乱
の
頃
の
水
野
氏
は
︑

現
存
す
る
水
野
家
古
文
書
か
ら
推
察
す
る
に
︑
少
な
く
と
も
足
利
尊
氏
派
に
属
し
た
致む
ね
く
に国
と
︑
足
利
直
義
―
南
朝
派
に
属
し
た
致む
ね
あ
き秋
が

分
立
し
て
い
た⎠

11
⎝

︒
水
野
氏
中
世
系
図
は
︑
致
国
流
を
記
載
せ
ず
︑
致
秋
︵
＝
致む
ね
あ
き顕
︶
の
流
れ
の
み
を
記
載
し
て
い
る
以
上
︑
③
の
箇
所

は
致
秋
流
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
か
ら
推
定
さ
れ
る
水
野
氏
中
世
系
図
の
制
作
過
程
を
整
理
し
よ
う
︒
最
初
に
①
と
②
Ａ
の
箇
所
が
元
と
な
る
系
図
な
い
し
下
書

き
か
ら
作
成
さ
れ
︑
す
ぐ
に
②
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
が
新
た
な
情
報
を
元
に
若
干
の
試
行
錯
誤
を
交
え
て
追
筆
さ
れ
た
︒
こ
の
段
階
で
は
︑
水

野
・
志
談
氏
ら
を
中
心
と
し
て
︑
複
数
の
家
を
包
括
す
る
一
族
系
図
の
制
作
が
意
図
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
水
野
致
秋

の
流
れ
の
者
に
よ
っ
て
書
き
継
ぎ
さ
れ
︑
現
形
の
系
図
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く
い
く
つ
か
の
流
れ
に
分
か
れ
た
水
野
氏
の
う

ち
︑
致
秋
流
が
嫡
系
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
︒
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二　

系
図
と
古
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て

延
享
四
年︵
一
七
四
七
︶︑尾
張
藩
で
藩
士
の
系
図
集
で
あ
る﹃
士し

林り
ん

泝そ

洄か
い

﹄が
完
成
し
た
︒そ
の
中
に
︑水
野
氏
中
世
系
図
最
末
の
人﹁
頼

致︵
致
頼
︶﹂の
子
孫
を
称
し
た
家
が
二
家
あ
っ
た
︒
一
つ
は
︑三
十
石
の
水
野
権
平
家
で
あ
り
︑も
う
一
つ
は
︑百
五
十
石
の
水
野
家︵
以

下
︑﹁
水
野
元
右
衛
門
家
﹂
と
称
す
︶
で
あ
っ
た⎠

12
⎝

︒
た
だ
し
︑
厳
密
に
言
え
ば
︑
同
系
図
に
お
け
る
水
野
権
平
家
の
初
祖
は
︑
頼
致
の

曾
孫
︵﹃
張
州
雑
志
﹄
所
収
の
水
野
氏
系
図⎠

13
⎝

に
よ
る
︶︑
あ
る
い
は
玄
孫
︵｢

水
野
家
家
系
譜
下
書⎠

14
⎝

﹂
に
よ
る
︶
と
さ
れ
︑
百
貫
文
の
知

行
を
認
め
ら
れ
て
織
田
信
雄
に
仕
え
た
﹁
久
次
郎
致
勝
﹂
で
あ
る
︒

﹃
士
林
泝
洄
﹄
所
収
の
水
野
権
平
家
の
系
図
冒
頭
に
は
︑﹁
家
譜
ニ

曰
︑
桓
武
天
皇
ノ

孫
高
望
王
︑
三
男
鎮
守
府
将
軍
平
良
兼
ノ

子
武
蔵

守
公
雅
之
裔
︑
曰
二

水
野
備
中
守
致
顕
ト  

一

︑
住
二

尾
州
春
日
井
郡
水
野
邑
ニ 

一

︑︵
下
略
︶﹂
と
あ
り
︑
水
野
氏
中
世
系
図
の
伝
え
る
内
容

等
が
略
述
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
水
野
元
右
衛
門
家
の
系
図
冒
頭
に
は
﹁
家
譜
曰
︑
此
流
与
二

尾
州
水
野
住
人
水
野
権
平
一

同
ウ
ス　

　
　

  レ
系
︒
然
ド
モ

　

中
間
断
絶
︑
不
レ

可
二

具
知
ル 

一

︑︵
下
略
︶﹂
と
あ
り
︑
水
野
氏
中
世
系
図
の
存
在
を
示
唆
す
る
記
述
は
な
い
︒

水
野
元
右
衛
門
家
の
系
図
に
は
︑﹁
致
高
﹂
の
孫
は
﹁
平
三
郎
致
元
﹂
で
︑
そ
の
孫
で
あ
る
﹁
庄
八
郎
致
元
﹂
は
﹁
濃
州
妻
木
︵
現
・

岐
阜
県
土
岐
市
︶﹂
に
住
み
︑﹁
妻
木
玄
蕃
頭
﹂
に
仕
え
た
︑と
記
さ
れ
て
い
る
︒
文
化
九
年
︵
一
八
一
二
︶
に
作
ら
れ
た
権
平
家
の
﹁
水

野
家
家
系
譜
下
書⎠

15
⎝

﹂
に
も
︑
頼
致
は
﹁
土
岐
美
濃
守
持
益
に
従
ヒ
︑
濃
州
野
尻
邑
﹂
に
移
住
し
た
︑
と
し
て
い
る
︒
土
岐
持
益
は
美
濃

守
護
を
務
め
︑
文
明
六
年
︵
一
四
七
四
︶
に
六
十
九
歳
で
死
去
し
た
人
物
で
あ
る
︒

水
野
権
平
家
も
水
野
元
右
衛
門
家
も
︑
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
本
領
地
で
あ
る
尾
張
国
山
田
郡
水
野
を
離
れ
て
美
濃
に

移
っ
た
︑
と
の
﹁
記
憶
﹂
を
伝
承
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
む
ろ
ん
︑
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
﹁
記
録
﹂
は
な
く
︑

そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
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そ
も
そ
も
鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
よ
う
な
名
族
な
ら
ば
︑
多
く
の
庶
流
を
生
じ
た
は
ず
で
あ
り
︑
時
代
の
経
過
と
と
も
に
嫡
庶
の
諸
流

に
も
盛
衰
が
あ
り
︑
お
の
ず
か
ら
﹁
嫡
流
﹂
も
変
転
す
る
も
の
で
あ
る
︒
山
田
郡
の
水
野
氏
の
場
合
も
例
外
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
の
た

め
︑
十
五
世
紀
半
ば
以
降
︵
系
図
の
③
を
書
き
継
ぎ
し
た
致
秋
流
の
某
か
ら
以
降
︶
の
水
野
氏
中
世
系
図
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
確
認

で
き
な
い
︒

天
正
十
年
代
︵
一
五
八
二
年
以
降
︶
に
成
立
し
た
思
わ
れ
る
﹃
織
田
信
雄
分
限
帳
﹄
に
は
︑
尾
張
・
伊
勢
で
水
野
姓
を
称
し
た
給
人

が
十
人
い
た
が
︑
知
行
地
・
貫
高
・
名
前
か
ら
︑
百
貫
文
の
知
行
を
認
め
ら
れ
て
織
田
信
雄
に
仕
え
た
﹁
久
次
郎
致
勝
﹂︵﹃
士
林
泝
洄
﹄

所
収
系
図
で
の
水
野
権
平
家
の
初
祖
︶
に
該
当
す
る
人
物
は
見
あ
た
ら
な
い⎠

16
⎝

︒

水
野
権
平
家
が
尾
張
藩
の
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
る
の
は
︑
寛
文
十
年
︵
一
六
七
〇
︶
の
こ
と
で
︑
そ
こ
に
は
︑
藩
主
側
向
の
御
狩
御

用
を
務
め
る
﹁
水
野
御
案
内
之
者
﹂
を
務
め
る
水
野
久
之
丞
︵
正
勝
︶
が
﹁
三
十
石
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る⎠

17
⎝

︒
与
え
ら
れ
た
石
高
は
さ
ほ

ど
多
く
な
く
︑
水
野
元
右
衛
門
家
の
百
五
十
石
に
比
べ
れ
ば
五
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
︒
名
族
の
流
れ
を
汲
む
と
は
言
え
︑
有
力
な
藩
士

家
で
は
な
か
っ
た
︒

水
野
権
平
家
が
水
野
氏
中
世
系
図
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
︑
も
っ
と
も
古
い
史
料
は
︑
尾
張
藩
士
の
天
野
信
景
︵
一
六
六
三

年
生
︑
一
七
三
三
年
没
︶
が
書
き
綴
っ
た
﹃
塩
尻
﹄
に
あ
っ
た
︒
そ
の
巻
之
三
十
八
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る⎠

18
⎝

︒

○
尾
州
本
貫
の
水
野
氏
或
亦
藤
原
等
各
家
其
譜
を
蔵
む
︑
按
ず
る
に
春
日
井
郡
水
野
村
住
水
野
正
照
が
家
古
系
図
あ
り
︑
高
望
王
の

三
男
鎮
守
府
将
軍
平
良
兼
の
子
武
蔵
守
公
雅
の
裔
也
︑
治
承
四
年
四
月
の
下
知
状
以
来
代
々
の
古
証
状
多
し
︑
其
中
に
青
野
原
合
戦

の
時
︑
尊
氏
公
水
野
平
七
に
賜
は
る
小
文
︑
高
師
直
役
の
時
直
義
よ
り
賜
ふ
所
の
小
文
は
︑
水
野
平
七
拝
せ
し
︒
其
後
水
野
致
顕
応

永
十
九
年
の
春
備
中
守
に
任
ず
︑
其
口
宣
今
現
に
有
︑
備
中
守
は
応
永
十
九
年
十
二
月
廿
日
卒
す
︒
上
水
野
村
感
応
寺
に
葬
し
︑
義
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雲
院
仁
峰
宗
知
居
士
と
号
す
︑
其
外
先
祖
山
田
郡
志
談
郡
司
職
を
八
条
院
よ
り
補
し
た
ま
ひ
し
状
等
数
通
あ
り
︒
水
野
の
庶
流
に
志

談
氏
有
︒
水
野
代
々
の
城
地
は
上
水
野
村
の
内
一
色
と
呼
地
な
り
︒﹇
割
註
﹈
村
よ
り
十
二
三
町
北
東
の
方
也
︒﹂
水
野
久
次
郎
織
田

内
府
に
仕
へ
百
貫
文
の
地
を
領
す
︒
内
府
配
流
の
後
牢
人
と
な
る
︑
凡
備
中
守
よ
り
今
正
照
迄
八
代
な
り
︒
我
府
下
に
仕
へ
て
漸
家

を
起
す
︒︵
後
略
︶

こ
の
一
行
目
に
見
え
る
﹁
水
野
正
照
﹂
は
︑
尾
張
藩
の
御
林
奉
行
を
勤
め
た
人
物
で
︑
享
保
元
年
︵
一
七
一
六
︶
三
月
に
六
十
六
歳

で
死
去
し
た⎠

19
⎝

︒
こ
の
史
料
か
ら
︑
遅
く
と
も
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
︑
水
野
権
平
家
が
水
野
氏
中
世
系
図
と
数
点
の
中
世
文
書
の
所

有
者
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
こ
で
︑
水
野
権
平
家
が
所
持
し
て
い
た
中
世
文
書
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
江
戸
時
代
︑
水
野
権
平
家
は
︑
い
く
ど
か
水

野
氏
中
世
系
図
と
家
蔵
古
文
書
の
閲
覧
を
他
人
に
許
し
た
︒
天
野
信
景
が
﹃
塩
尻
﹄
で
そ
の
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
は
︑

﹁
治
承
四
年
四
月
の
下
知
状
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
表
一
︿
後
載
﹀
の
１
︶

﹁
青
野
原
合
戦
の
時
︑
尊
氏
公
水
野
平
七
に
賜
は
る
小
文
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
表
一
︿
後
載
﹀
の
９
か⎠

20
⎝

︶

﹁
高
師
直
役
の
時
直
義
よ
り
賜
ふ
所
の
小
文
ふ
所
の
小
文
は
︑
水
野
平
七
拝
せ
し
﹂
︵
表
一
︿
後
載
﹀
の
５
か⎠

21
⎝

︶

﹁
水
野
致
顕
応
永
十
九
年
の
春
備
中
守
に
任
ず
︑
其
口
宣
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
表
一
︿
後
載
﹀
の
16
︶ 

﹁
先
祖
山
田
郡
志
談
郡
司
職
を
八
条
院
よ
り
補
し
た
ま
ひ
し
状
﹂　　
　
　
　
　
　
　
︵
表
一
︿
後
載
﹀
の
２
︶

の
五
点
で
あ
っ
た
︒
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ま
た
︑﹃
尾
陽
雑
記
﹄
巻
之
八⎠

22
⎝

に
は
︑﹁
水
野
系
図
﹂︵
水
野
氏
中
世
系
図
︶
と
﹁
補
郷
司
職
事
﹂﹁
軍
忠
状
﹂
な
ど
の
水
野
権
平
家
所

有
古
文
書
が
書
写
さ
れ
︑
収
め
ら
れ
た
︒﹃
尾
陽
雑
記
﹄
の
著
者
と
成
立
に
は
諸
説
が
あ
り
︑
そ
の
う
ち
︑
元
禄
期
の
水
野
貞
信
が
編

集
し
た
も
の
を
寛
政
期
の
水
野
守
俊
が
加
筆
し
た
も
の
と
す
る
説⎠

23
⎝

が
有
力
で
は
あ
る
︒
も
し
元
禄
年
間
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
年
︶

に
水
野
権
平
家
で
採
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑﹃
塩
尻
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
情
報
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
︑﹃
尾
陽
雑
記
﹄
で
は
︑
観
応
二
年
︵
一
三
五
一
︶
十
一
月
二
十
五
日
付
け
足
利
直
義
感
状
に
は
﹁
○
又
一
通
有
あ
て
名
可
考
﹂︑

正
平
七
年
︵
一
三
五
二
︶
閏
二
月
二
十
三
日
付
け
新
田
義
興
感
状
に
は
﹁
○
此
文
躰
二
通
あ
り
﹂
と
の
按
文
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
文
書

に
は
写
し
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑﹃
張
州
雑
志
﹄
第
九
十
五⎠

24
⎝

に
も
︑﹁
水
野
系
譜
﹂﹁
水
野
家
蔵
古
證
書
﹂︵
十
四
通
︶
が
収
録
さ
れ
た
︒﹃
張
州
雑
志
﹄
は
︑

内
藤
正
参
が
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
に
起
筆
し
︑
そ
の
死
︵
天
明
八
年
︿
一
七
八
八
﹀︶
ま
で
執
筆
が
続
け
ら
れ
た
未
完
の
書
で
あ

る⎠
25
⎝

︒
水
野
権
平
家
で
は
一
七
七
五
年
に
当
主
と
な
っ
た
正
恭
の
代
に
採
録
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
採
録
時
点
で
︑﹁
本
紙
紛

失
未
詳
﹂
と
さ
れ
た
文
書
が
三
点
あ
る
︒
文
書
正
文
が
紛
失
し
て
い
た
た
め
︑
写
か
ら
採
録
し
た
ら
し
い
︒
そ
の
た
め
︑﹃
張
州
雑
志
﹄

採
録
の
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
︑
花
押
が
写
さ
れ
て
い
な
い
︵
他
の
採
録
文
書
に
は
花
押
影
が
書
か
れ
て
い
る
︶︒
さ
ら
に
︑﹃
張
州
雑
志
﹄

に
は
︑﹃
尾
陽
雑
記
﹄
で
は
採
録
さ
れ
た
正
平
六
年
︵
一
三
四
七
︶
十
一
月
二
日
付
け
洞
院
実
世
御
教
書
の
記
載
が
な
い
︒
こ
の
文
書
は
︑

南
朝
方
か
ら
﹁
田
中︵
カ
︶岩
見
房
﹂
に
対
す
る
軍
勢
催
促
状
で
あ
る
が
︑
こ
の
岩
見
房
と
水
野
氏
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
こ
の
文
書

に
つ
い
て
は
︑
写
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

以
上
の
こ
と
を
整
理
し
よ
う
︒
表
一
は
︑﹃
尾
陽
雑
記
﹄﹃
張
州
雑
志
﹄
に
採
録
さ
れ
た
古
文
書
と
︑
現
在
確
認
で
き
る
水
野
家
文
書

を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
︵
現
在
の
水
野
家
文
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
愛
知
県
史　

資
料
編
﹄
の
史
料
番
号
で
記
載
し
た
︒﹁
資
﹂
は
資
料

編
の
略
記
で
あ
る
︶︒
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現
状
の
文
書
群
と
﹃
尾
陽
雑
記
﹄﹃
張
州
雑
志
﹄
採
録
文
書
群
を
比

較
す
る
と
︑
異
な
る
点
が
あ
る
︒
建
保
三
年
︵
一
二
一
五
︶
二
月
十
八

日
付
け
祐
信
譲
状
︵
表
一
の
３
︶
が
︑﹃
尾
陽
雑
記
﹄
に
も
﹃
張
州
雑
志
﹄

に
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
昭
和
二
十
九
年
︵
一
九
五
四
︶

九
月
十
五
日
︑
水
野
権
平
家
の
子
孫
で
あ
る
水
野
信
夫
が
︑
古
文
書
を

菩
提
寺
で
あ
る
感
応
寺
へ
寄
託
し
た
際
の
目
録⎠

26
⎝

に
は
︑

　
﹁
一
︑
証　

文　

一
通

　
　
　

建
保
三
年
二
月
十
八
日
附
︑
宛
名
な
し
﹂

と
の
記
載
が
あ
り
︑
当
然
な
が
ら
そ
れ
以
前
か
ら
水
野
権
平
家
の
所
有

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
文
書
は
︑
祐
信
が
女
子
宮
御
前

に
尾
張
国
海
東
郡
に
あ
る
蟹
江
御
品
田
︑
宮
崎
中
河
原
畠
︑
宮
崎
屋
敷

を
譲
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
な
ぜ
水
野
権
平
家
に
伝
存
し
た
の

か
︑
そ
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
︒
む
ろ
ん
︑
こ
の
譲
状
が
水
野
権
平

家
に
伝
来
し
た
以
上
︑
宮
御
前
は
水
野
氏
に
関
係
す
る
女
性
で
あ
り
︑

当
該
田
畠
の
所
有
権
と
と
も
権
利
付
与
文
書
も
水
野
氏
に
残
っ
た
と
推

定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
な
ら
ば
︑
な
ぜ
﹃
尾
陽

雑
記
﹄﹃
張
州
雑
志
﹄
の
段
階
で
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
も
そ
も
︑
水
野
権
平
家
の
中
世
文
書
は
先
祖
か
ら
相
伝
さ
れ
て
き

表一　　水野家所蔵中世文書の諸本掲載比較
番号 年号 西暦 月日 文書名 差出 宛所 尾陽

雑記
張州
雑志 愛知県史

1 治承4年 1180 12月23日 源朝臣下文 源朝臣 山田庄志田見郷
(平高家） ○ ○ 資7-1324

2 寿永3年 1184 2月11日 某下文 某 山田御庄内志談百姓等所
(平隆家） ○ ○ 資7-1389

3 建保3年 1215 2月18日 祐信譲状 祐信 (女子宮御前） × × 資8-147
4 (徳治3年カ) 1308 後8月16日 袖判 某奉書 某 志談刑部左衛門尉 ○ ○ 資8-664
5 建武2年 1335 11月2日 足利直義軍勢催促状(小折紙) 足利直義 水野平七 × ○ 資8-990
6 正平2年 1347 11月2日 洞院実世御教書(小折紙) 伊賀守国宗(奉) □□(田中カ)岩見房 ○ × 資8-1218

7 観応2年 1351 1月16日 水野致秋軍忠状 水野平太致秋 (証判、今川朝氏） ○
本紙
紛失
(写)

資8-1289

8 観応2年 1351 2月4日 足利直義感状(小折紙) 足利直義 水野平太 ○
本紙
紛失
(写)

資8-1296

9 観応2年 1351 2月12日 水野平七致国官途言上状 水野平七致国 (証判、足利尊氏） ○ ○ 資8-1299
10 観応2年 1351 11月25日 足利直義感状(小折紙) 足利直義 水野平太 ○ ○ 資8-1330
11 正平7年 1352 閏2月23日 新田義興感状(小折紙) 新田義興 水野平太 ○ ○ 資8-1339
12 正平7年 1352 3月3日 水野平太軍忠状 水野平太致秋 (一見了、新田義興） ○ ○ 資8-1340

13 正平7年 1352 5月3日 新田義興袖判下文(小折紙) 新田義興 水野平太致秋 ○
本紙
紛失
(写)

資8-1341

14 正平7年 1352 5月24日 新田義興充行状(小折紙) 新田義興 水野平太 ○ ○ 資8-1342
15 正平7年 1352 6月13日 新田義興官途吹挙状(小折紙) 新田義興 水野平太 ○ ○ 資8-1343
16 応永19年 1412 12月24日 称光天皇口宣案(宿紙) 藤原経興(奉) 平致高 ○ ○ 資9-1022
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た
文
書
と
し
て
は
︑
不
自
然
な
点
が
多
す
ぎ
る
︒
家
伝
文
書
の
中
核
は
︑
所
領
所
職
に
関
す
る
権
利
文
書
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に

該
当
す
る
治
承
四
年
の
源
朝
臣
下
文
︵
表
一
の
１
︶
と
寿
永
三
年
の
某
下
文
︵
表
一
の
２
︶
は
︑
山
田
郡
志
田
見
︵
志
談
︶
に
関
す
る

権
利
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
本
来
︑﹁
志
談
﹂
を
名
字
と
し
た
高
重
流
に
伝
来
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒﹁
水
野
﹂
を
称
し
て
分
か
れ
た
分

流
が
相
伝
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
水
野
氏
が
保
持
し
て
い
る
べ
き
文
書
は
︑
水
野
郷
に
ま
つ
わ
る
安
堵
状
や
充
行
状
等
で
あ
る
べ
き
だ

が
︑
そ
の
よ
う
な
文
書
は
水
野
権
平
家
所
蔵
文
書
の
中
に
存
在
し
な
い
︒

ま
た
︑
某
年
閏
八
月
十
六
日
付
け
袖
判
某
奉
書
︵
表
一
の
４
︶
の
内
容
は
︑
鷹
と
山
の
管
理
に
関
す
る
も
の
で
︑
江
戸
時
代
の
水
野

権
平
家
が
世
襲
し
た
﹁
御
林
奉
行
﹂
の
職
務
と
︑
な
に
や
ら
つ
な
が
り
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
︒

さ
ら
に
︑
水
野
権
平
家
の
中
世
文
書
の
主
た
る
も
の
は
南
北
朝
動
乱
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
数
は
全
16
点
中
の
11
点
︵
表
一

の
５
～ 

15
︶
に
及
ぶ
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
南
北
朝
の
動
乱
で
水
野
氏
は
︑
足
利
尊
氏
派
の
﹁
平
七
致
国
﹂
と
反
尊
氏
派
の
﹁
平
太
致
秋
﹂

に
分
裂
し
た
こ
と
が
判
明
す
る⎠

27
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︒

し
か
し
︑
な
ぜ
両
派
の
史
料
が
同
一
の
家
に
伝
来
し
た
の
か
︑
不
思
議
で
も
あ
る
︒
尊
氏
派
の
致
国
流
が
勝
利
し
て
致
国
関
係
の
文

書
を
相
伝
し
て
い
っ
た
︑
あ
る
い
は
致
秋
流
も
な
ん
と
か
生
き
延
び
て
致
秋
関
係
の
文
書
を
相
伝
し
て
い
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
な
ら
ば

納
得
も
で
き
る
︒
し
か
し
︑
両
派
の
文
書
が
致
秋
の
子
孫
を
称
す
る
家
に
伝
来
し
た
以
上
︑
致
秋
の
流
が
致
国
関
係
文
書
を
な
ん
ら
か

の
理
由
で
入
手
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︒
た
だ
︑
こ
の
場
合
で
も
疑
問
点
が
残
る
︒
そ
れ
は
文
書
形
状
が
小
折
紙
で
あ
る
八

通
の
文
書
︵
表
一
の
５
︑
６
︑
８
︑
10
︑
11
︑
13
︑
14
︑
15
︶
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
の
八
通
は
︑
通
例
か
ら
す
る
と
一
回
り
小
さ
い

文
書
で
あ
り
︑
案
文
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
も
し
︑
こ
の
八
通
が
す
べ
て
致
国
関
係
の
文
書
で
あ
り
︑
通
例
の
大
き
さ
で
あ

る
他
の
文
書
三
通
︵
表
一
の
７
︑
９
︑
12
︶
が
致
秋
関
係
の
文
書
で
あ
れ
ば
︵
あ
る
い
は
両
者
の
関
係
が
逆
で
あ
っ
て
も
︶︑
反
対
派

の
文
書
を
一
括
し
て
入
手
し
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
表
一
に
見
る
と
そ
う
で
は
な
い
︒
小
折
紙
の



47

尾張国山田郡水野氏の中世系図について

八
通
の
中
で
も
︑
そ
う
で
は
な
い
三
通
の
中
で
も
︑
致
国
と
致
秋
の
関
係
文
書
が
混
在
し
て
い
る
︒

以
上
の
考
察
か
ら
︑
江
戸
時
代
に
お
け
る
水
野
権
平
家
の
中
世
文
書
は
︑
時
期
に
よ
っ
て
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒﹃
張

州
雑
志
﹄
採
録
時
の
﹁
本
紙
紛
失
未
詳
﹂
の
問
題
は
︑
あ
る
い
は
一
七
三
八
年
に
水
野
権
平
家
を
襲
っ
た
危
機⎠

28
⎝

と
関
係
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
建
保
三
年
の
祐
信
譲
状
︵
表
一
の
３
︶
は
︑﹃
張
州
雑
志
﹄
採
録
時
以
降
に
︑
よ
う
や
く
水
野
権
平
家
の
所
有

に
帰
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
あ
く
ま
で
も
憶
測
と
な
る
が
︑
水
野
権
平
家
所
蔵
の
中
世
文
書
は
︑
後
代
に
お
け
る
収
集
と
い
う
方
法
も

含
め
︑
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

最
後
に
別
の
視
点
か
ら
も
考
察
し
て
み
よ
う
︒
系
図
を
作
成
す
る
際
に
は
︑
通
例
︑
関
係
す
る
︵
所
蔵
し
て
い
る
︶
古
文
書
を
参
考

に
し
て
︑系
図
中
の
人
名
の
注
記
を
小
書
す
る
︒
も
し
︑水
野
氏
中
世
系
図
の
作
成
時
に
︑﹁
平
高た
か
い
え家
﹂
を
﹁
山
田
庄
志
田
見
郷
下
司
職
﹂

に
補
任
し
た
治
承
四
年
の
源
朝
臣
下
文
︵
表
一
の
１
︶
や
﹁
平
隆た
か
い
え家
﹂
を
﹁
山
田
御
庄
内
志
談
﹂
の
﹁
郷
司
職
﹂
に
補
任
し
た
寿
永
三

年
の
某
下
文
︵
表
一
の
２
︶
が
手
元
に
あ
れ
ば
︑
系
図
の
中
の
﹁
高
家
﹂
の
傍
ら
に
そ
の
職
を
注
記
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
水

野
氏
中
世
系
図
で
は
︑
権
平
家
所
蔵
中
世
文
書
を
参
考
と
し
た
と
思
わ
れ
る
形
跡
は
︑
系
図
末
尾
の
﹁
致
高
﹂
に
付
せ
ら
れ
た
﹁
任
備

中
守
﹂
の
注
記
だ
け
し
か
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
水
野
氏
中
世
系
図
の
﹁
固
ま
り
﹂
③
︵
前
節
参
照
︶
を
書
き
継
ぐ
と
き
に
だ
け
︑
備
中

守
へ
の
任
官
状
で
あ
る
称
光
天
皇
口
宣
案
︵
表
一
の
16
︶
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
だ
け
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
水
野

氏
中
世
系
図
は
ほ
ぼ
水
野
権
平
家
所
蔵
中
世
文
書
と
無
関
係
に
作
成
さ
れ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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む
す
び
に

江
戸
時
代
の
尾
張
藩
士
に
と
っ
て
︑
中
世
文
書
は
本
来
︑
非
現
用
文
書
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
自
ら
の
家
の
由
緒
を
示
す
と
い
う
意
味

で
は
︑
効
力
の
あ
る
史
料
で
あ
っ
た
︒
戦
国
時
代
に
お
い
て
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
古
文
書
を
所
有
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
︒
し
か
し
︑
教
養
の
時
代
で
あ
る
江
戸
時
代
に
お
い
て
中
世
文
書
の
価
値
は
大
き
く
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

水
野
氏
中
世
系
図
は
︑
水
野
権
平
家
に
と
っ
て
︑
自
ら
の
出
自
が
桓
武
平
氏
で
あ
り
平
安
時
代
か
ら
続
く
名
族
の
嫡
流
で
あ
る
こ
と

を
誇
示
す
る
絶
好
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
同
族
で
あ
る
水
野
元
右
衛
門
家
が
百
五
十
石
取
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
︑
水
野

権
平
家
が
古
里
水
野
の
山
野
を
管
理
す
る
御
林
奉
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
三
十
石
取
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
水
野

氏
中
世
系
図
に
は
よ
り
一
層
大
き
な
価
値
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
記
し
た
疑
問
に
つ
い
て
回
答
し
よ
う
︒
一
つ
目
は
︑
な
ぜ
水
野
氏
中
世
系
図
に
は
十
五
世
紀
以
降
の
子
孫

に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
な
か
っ
た
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
は
︑
戦
国
時
代
の
混
乱
に
よ
っ
て
系
図
の
存
在
そ
の

も
の
が
一
旦
忘
却
さ
れ
て
し
ま
い
︑
江
戸
時
代
初
め
ま
で
に
系
図
の
所
有
者
と
な
っ
た
水
野
権
平
家
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
系
図
に
書
き

継
ぐ
べ
き
先
祖
も
不
明
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
後
︑
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
︑
系
図
作
り
の
技
法
は
進
展
し
︑

水
野
権
平
家
も
書
き
込
む
べ
き
先
祖
の
人
名
を
確
定
さ
せ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
時
に
は
す
で
に
書
き
継
ぐ
時
機
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
︒
そ
れ
は
二
つ
目
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
と
も
つ
な
が
る
︒
二
つ
目
は
︑
な
ぜ
水
野
氏
中
世
系
図
は
江
戸
時
代
前
期
か
ら
そ
の

存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
は
︑
尾
張
藩
士
と
し
て
卑
格
と
さ
れ
た
水
野
権
平
家
が
自
ら
の

家
格
の
高
さ
を
主
張
す
る
た
め
︑
早
く
か
ら
水
野
氏
中
世
系
図
を
他
者
に
披
見
さ
せ
た
︑
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
い
︒
そ
し
て
そ
の

結
果
︑
水
野
氏
中
世
系
図
の
内
容
が
好
事
家
に
知
ら
れ
れ
ば
知
ら
れ
る
ほ
ど
︑
水
野
権
平
家
と
し
て
は
自
ら
の
先
祖
を
書
き
継
ぐ
こ
と
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註

︵
1
︶　

新
た
に
仕
官
す
る
際
な
ど
︑
主
人
に
求
め
ら
れ
て
系
図
写
を
作
成
し

て
提
出
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
︒

︵
2
︶　
﹃
瀬
戸
市
史
資
料
編
三
﹄︵
瀬
戸
市
︑二
〇
〇
五
年
︶
掲
載
の
写
真
版
︑

お
よ
び
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
14
﹄︵
愛
知
県
︑
二
〇
一
四
年
︶
掲
載
の

カ
ラ
ー
口
絵
﹁
図
版
５ 

水
野
氏
系
図
﹂
を
用
い
た
︒

︵
3
︶　
﹃
瀬
戸
市
史
資
料
編
三
﹄︵
瀬
戸
市
︑
二
〇
〇
五
年
︶
二
八
五
号
資
料

に
よ
る
︒

︵
4
︶　
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
９
﹄︵
愛
知
県
︑二
〇
〇
五
年
︶一
〇
二
二
号
資
料
︒

︵
5
︶　

系
図
を
﹁
固
ま
り
﹂
か
ら
考
察
す
る
手
法
に
つ
い
て
は
︑拙
稿
﹁﹃
熱

田
大
宮
司
千
秋
家
譜
﹄
の
構
成
に
つ
い
て
│
系
図
を
﹁
固
ま
り
﹂
か
ら

考
え
る
│
﹂︵﹃
愛
知
県
史
研
究
﹄
22
号
︑
二
〇
一
八
年
︶
を
参
照
︒

︵
6
︶　
﹃
尊
卑
分
脈
﹄︵
脇
坂
氏
本
︶
で
は
︑国
香
︵
本
名
良
望
︶︑良
兼
︑良
将
︑

良
孫
︑
良
広
︑
良
文
︑
良
持
︑
良
茂
︑
の
八
兄
弟
と
し
︑﹁
入
来
院
家

本
平
氏
系
図
﹂
で
は
︑
良
望
︑
良
将
︑
良
兼
︑
良
繇
︑
良
文
︑
の
五
兄

弟
と
し
て
い
る
︒
中
世
の
平
氏
系
図
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁﹁︿
顕
わ
す

系
図
﹀
と
し
て
の
氏
系
図
│
坂
東
平
氏
系
図
を
中
心
に
│
﹂︵﹃
伝
承
文

学
研
究
﹄
54
号
︑
二
〇
〇
四
年
︶
を
参
照
︒

︵
7
︶　

村
上
春
樹
﹃
将
門
伝
説
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
一
年
︶
参
照
︒

︵
8
︶　

御
霊
と
な
っ
た
﹁
鎌
倉
権
五
郎
﹂
へ
の
信
仰
は
︑
鎌
倉
時
代
の
﹃
吾

妻
鏡
﹄
に
言
及
が
あ
り
︑中
世
武
士
社
会
に
お
い
広
く
知
ら
れ
て
い
た
︒

鈴
木
哲
・
関
幸
彦﹃
闘
諍
と
鎮
魂
の
中
世
﹄︵
山
川
出
版
社
︑二
〇
一
〇
年
︶

第
二
章
の
う
ち
﹁
鎌
倉
権
五
郎
景
政
﹂
を
参
照
︒

︵
9
︶　
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
14
﹄
で
の
翻
刻
も
︑﹃
瀬
戸
市
史
﹄
の
読
み
を
踏

襲
し
て
﹁
玄
雅
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
10
︶　

江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
︑
こ
の
系
図
を
書
写
し
た
系

図
学
者
の
鈴
木
真
年
は
︑
こ
の
系
図
の
名
称
を
﹁
尾
張
国
水
野
志
談
平

氏
系
図
﹂
と
し
た
︒
同
系
図
写
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写

本
﹁
諸
氏
家
牒
﹂
中
︵︻
請
求
記
号
︼2075-912

︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

︵
11
︶　

南
北
朝
期
の
水
野
氏
に
つ
い
て
は
︑﹃
愛
知
県
史
通
史
編
２
﹄︵
愛
知

県
︑
二
〇
一
八
年
︶
第
三
章
第
二
節
を
参
照
︒

に
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
水
野
氏
中
世
系
図
に
つ
い
て
史
料
論
的
分
析
を
試
み
た
︒
憶
測
だ
ら
け
の
結
論
で
は
あ
る
が
︑
史
料
と
し
て
の
系
図
の
価
値

を
考
え
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
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に
一
旦
︑
免
職
と
な
っ
た
も
の
の
︑
翌
年
七
月
に
は
﹁
代
々
相
勤
来
筋

目
之
由
﹂
と
の
恩
情
で
御
林
奉
行
に
任
命
さ
れ
︑
水
野
権
平
家
は
な
ん

と
か
保
た
れ
た
︒
な
お
︑﹃
張
州
雑
志
﹄
第
九
十
五
所
収
の
水
野
家
系

︵
12
︶　

巻
第
百
に
水
野
権
平
家
︑
巻
第
百
六
に
水
野
元
右
衛
門
家
︵﹁
致
高
﹂

を
初
祖
︑
そ
の
子
を
﹁
致
頼
﹂
と
す
る
︒﹁
致
頼
﹂
は
﹁
頼
致
﹂
の
こ

と
で
あ
ろ
う
︶
の
系
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︵
と
も
に
﹃
名
古
屋
叢
書

続
編
﹄
第
二
十
巻
︿
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
六
八
年
﹀
所
収
︶︒

︵
13
︶　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
本
を
翻
刻
し
た
刊
本
の
﹃
張
州
雑
志
﹄
第
十
二

巻
︵
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
︑
一
九
七
六
年
︶
五
三
五
ペ
ー
ジ
︒

︵
14
︶　
﹃
瀬
戸
市
史
資
料
編
４
近
世
﹄︵
瀬
戸
市
︑二
〇
〇
三
年
︶ 

23
号
資
料
︒

こ
れ
は
︑
文
化
九
年
︵
一
八
一
二
︶
に
水
野
権
平
家
当
主
で
あ
る
正
矩

が
書
き
上
げ
た
も
の
︒

︵
15
︶　

註
︵
14
︶
と
同
︒

︵
16
︶　
﹃
瀬
戸
市
史
通
史
編
上
﹄︵
瀬
戸
市
︑
二
〇
〇
七
年
︶
近
世
編
第
三
章

第
一
節
︵
鈴
木
重
喜
執
筆
︶︒

︵
17
︶　
﹃
瀬
戸
市
史
通
史
編
上
﹄︵
瀬
戸
市
︑
二
〇
〇
七
年
︶
近
世
編
第
三
章

第
二
節
︵
鈴
木
重
喜
執
筆
︶︒

︵
18
︶　
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
第
三
期
14
巻
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
新
装

版
第
一
刷
︶
二
九
二
ペ
ー
ジ
︒
天
野
信
景
は
︑
尾
張
藩
三
代
藩
主
徳
川

綱
誠
の
命
で
﹃
尾
張
風
土
記
﹄
の
編
集
に
従
事
し
た
︵﹃
尾
張
風
土
記
﹄

は
未
完
︶︒

︵
19
︶　

註
︵
12
︶
所
掲
の
﹃
士
林
泝
洄
﹄
巻
第
百
所
収
の
水
野
権
平
家
系
図

に
よ
る
︒

︵
20
︶　

青
野
原
合
戦
は
建
武
五
年
︵
一
三
三
八
︶
一
月
に
起
こ
っ
た
︒
表
一

の
９
と
は
年
が
違
う
︒

︵
21
︶　
﹁
高
師
直
役
﹂︑
す
な
わ
ち
観
応
の
擾
乱
は
︑
観
応
元
年
︵
一
三
五
〇
︶

十
月
か
ら
始
ま
っ
た
︒
表
一
の
５
と
は
年
が
違
う
︒

︵
22
︶　

刊
本
と
し
て
は
︑
名
古
屋
市
の
奥
田
定
・
所
蔵
本
十
冊
を
底
本
と
し

て
岩
田
鉄
次
郎
が
訂
正
・
増
補
し
た
も
の
が
一
九
三
二
年
に
発
行
さ

れ
︑
そ
の
復
刻
本
を
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
が
一
九
七
七
年
に
発
行

し
た
︒
本
稿
で
は
こ
の
復
刻
本
︑
お
よ
び
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の

三
井
文
庫
旧
蔵
資
料
の
う
ち
に
あ
る
﹁
尾
陽
雜
記
﹂
写
の
デ
ジ
タ
ル
画

像https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200018623/view
er/242 
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を
参
照
し
た
︒

︵
23
︶　
﹃
新
編
東
浦
町
誌
本
文
編
﹄︵
愛
知
県
知
多
郡
東
浦
町
︑一
九
九
八
年
︶ 

一
七
九
ペ
ー
ジ
︵
高
木
傭
太
郎
執
筆
︶︒

︵
24
︶　

註
︵
13
︶
所
掲
書
五
二
九
～
五
五
一
ペ
ー
ジ
︒

︵
25
︶　
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
第
九
巻
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︶﹁
張
州
雑

志
﹂
項
︵
小
島
広
次
執
筆
︶
に
よ
る
︒

︵
26
︶　

安
藤
政
二
郎
著
・
滝
本
知
二
改
訂
﹃
改
訂
増
補
瀬
戸
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

今
昔
物
語
﹄︵
大
瀬
戸
新
聞
社
︑
一
九
五
六
年
︶﹁︵
３
０
０
︶
水
野
権

平
家
の
古
文
書
感
応
寺
へ
保
管
﹂
の
項
を
参
照
︒

︵
27
︶　

註
︵
11
︶
と
同
︒

︵
28
︶　｢

水
野
家
家
系
譜
下
書
﹂︵
註
︵
14
︶
参
照
︶
に
よ
る
と
︑
正
興
の
兄

で
あ
る
正
朝
︵﹃
士
林
泝
洄
﹄
巻
百
所
収
の
水
野
権
平
家
系
図
で
は
﹁
正

等
﹂
と
表
記
︶
が
︑
元
文
三
年
︵
一
七
三
八
︶
三
月
に
﹁
不
行
跡
﹂
の

た
め
に
御
林
奉
行
を
免
じ
ら
れ
︑
四
月
に
尾
張
藩
を
﹁
立
去
﹂
と
い
う

事
件
が
あ
っ
た
︒
弟
の
正
興
は
︑
享
保
十
八
年
︵
一
七
三
三
︶
か
ら
御

林
奉
行
見
習
と
な
っ
て
い
た
が
︑
兄
の
事
件
の
た
め
か
元
文
三
年
三
月
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尾張国山田郡水野氏の中世系図について

に
一
旦
︑
免
職
と
な
っ
た
も
の
の
︑
翌
年
七
月
に
は
﹁
代
々
相
勤
来
筋

目
之
由
﹂
と
の
恩
情
で
御
林
奉
行
に
任
命
さ
れ
︑
水
野
権
平
家
は
な
ん

と
か
保
た
れ
た
︒
な
お
︑﹃
張
州
雑
志
﹄
第
九
十
五
所
収
の
水
野
家
系

図
︵
水
野
氏
中
世
系
図
と
は
別
の
系
図
︶ 

に
よ
る
と
︑
正
朝
は
兄
の
正

秀
の
養
子
と
な
っ
て
跡
を
継
い
だ
人
物
で
あ
っ
た
︒


