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は
じ
め
に　

　

現
在
の
河
北
町
谷
地
地
区
に
所
在
し
た
谷

地
城
は
、
白
鳥
十
郎
長
久
の
居
城
で
あ
る
。

白
鳥
氏
は
現
在
の
村
山
市
西
部
に
本
拠
を
も

つ
国
人
で
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
謎
が
多

い
。
長
久
の
頃
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）

の
「
最
上
の
乱
」
に
お
け
る
伊
達
氏
と
最
上

氏
の
和
解
を
仲
介
、
中
央
政
界
に
は
織
田
信

長
に
名
馬
を
送
る
な
ど
、
巧
み
な
外
交
術
で

頭
角
を
表
す
。
こ
れ
に
危
機
感
を
覚
え
た
最

上
義
光
は
、
天
正
十
二
（
一
五
八
四
）
年
に

谷
地
城
へ
侵
攻
、
白
鳥
氏
は
滅
亡
と
な
る
。

　

こ
の
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
義
光

は
病
気
と
称
し
て
山
形
城
に
長
久
を
呼
び
出

し
、
彼
を
謀
殺
。
そ
の
ま
ま
三
千
の
兵
を
率

い
て
谷
地
城
を
落
と
し
た
と
、
軍
記
物
で
は

語
ら
れ
る
。
こ
の
逸
話
が
後
世
の
様
々
な
物

語
で
語
ら
れ
る
義
光
の
狡
猾
で
残
忍
な
人
物

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
と
な
り
、
長
久

の
返
り
血
を
浴
び
た
と
さ
れ
る
「
血
染
め
の

桜
」
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
こ
の
よ
う
な
謀
殺
劇
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
史
料
は
軍
記
物
以
外
、
残
さ
れ
て
い

な
い
。
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
物
語
を
抜
き
に
当

時
の
状
況
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
白
鳥
長

久
が
外
交
を
駆
使
し
て
義
光
の
地
位
を
脅
か

す
ま
で
の
存
在
と
な
り
、
討
た
れ
た
と
い
う

結
果
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
大
石
田
町
次
年
子
に
は
、
白
鳥

長
久
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
塚
が
あ
り
、
過
去

に
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
結
果
、
大

腿
骨
に
大
き
な
傷
を
も
つ
四
十
代
男
性
の
人

骨
が
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
長

久
本
人
か
ど
う
か
ま
で
は
定
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
長
久
が
築
い
た
と
さ
れ
る
谷
地
城
は
、

文
献
上
、
築
城
の
時
期
が
明
ら
か
で
は
な
く
、

最
上
侵
攻
の
前
年
一
五
八
三
年
以
前
と
さ
れ

る
の
み
。
最
上
領
有
後
は
、
斎
藤
伊
予
守
が

四
千
石
で
城
主
と
な
り
、
最
上
方
の
支
城
の

ひ
と
つ
と
し
て
機
能
し
た
。
慶
長
五
年
（
一

六
〇
〇
）
の
上
杉
方
と
の
出
羽
合
戦
の
際
、

一
度
は
上
杉
方
に
奪
わ
れ
、
そ
れ
を
再
び
最

上
方
が
奪
還
す
る
と
い
う
拠
点
争
奪
戦
の
舞

台
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
際
の
様
子
を
伝

え
る
記
述
と
し
て
、「
七
日
の
間
、
城
け
ん

ご
に
も
ち
候
へ
共
」
や
「
二
の
丸
迄
敵
押
込

み
申
し
候
所
押
返
し
」
な
ど
、
激
し
い
籠
城

戦
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
最
後
は
元
和

八
年
（
一
六
二
二
）
の
最
上
家
の
改
易
と
共

に
廃
城
と
な
っ
て
い
る
。
在
り
し
日
の
谷
地

城
の
姿
を
伝
え
る
絵
図
は
な
く
、
廃
城
か
ら

六
十
七
年
が
経
過
し
た
元
禄
二
年
（
一
六
八

九
）
の
「
谷
地
本
郷
絵
図
」
に
現
在
の
三
社

宮
付
近
が
「
古
城
跡
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で

あ
る
。

　

史
料
が
限
ら
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
発
掘

調
査
成
果
は
重
要
な
情
報
源
と
な
る
。
遺
跡

と
し
て
の
谷
地
城
跡
は
、『
山
形
県
中
世
城

館
遺
跡
調
査
報
告
書
』
第
２
集
に
掲
載
さ
れ
、

現
在
の
河
北
町
谷
地
地
区
の
市
街
地
全
域
に

渡
る
広
大
な
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
遺
跡
範
囲
内
に
立
地
す
る
河
北
町
役
場

を
建
て
替
え
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
建
設

予
定
地
の
発
掘
調
査
が
令
和
元
年
五
月
か
ら

八
月
ま
で
の
期
間
で
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は

谷
地
城
跡
で
は
初
め
て
の
大
規
模
な
発
掘
調

査
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
既
に
発
掘
調
査
報

告
書
と
し
て
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
成

果
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

特
徴
的
な
建
築
方
法
の
発
見

　

発
見
さ
れ
た
主
な
も
の
は
、
五
百
基
を
越

え
る
柱
穴
と
溝
跡
で
あ
る
。
柱
穴
は
い
く
つ

か
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
建
物
を
構
成
し
、
溝

跡
は
建
物
群
を
区
画
す
る
た
め
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
当
時
の
建
物
は
、
掘
っ
た
穴
に

柱
を
埋
め
て
建
て
る
掘
立
柱
建
物
が
主
流
で

あ
る
。
柱
材
は
建
替
え
の
際
に
抜
き
取
ら
れ

た
り
、
腐
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す

る
。
そ
の
た
め
、
遺
跡
に
は
柱
穴
だ
け
が
残

さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
今
回
発
見
さ
れ
た

柱
穴
で
特
徴
的
な
の
は
、
多
く
の
柱
穴
の
底

面
に
沈
下
防
止
の
た
め
、
枝
や
廃
材
な
ど
が

敷
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
図
１
）。
谷

地
城
の
立
地
は
寒
河
江
川
扇
状
地
の
末
端
部

に
あ
た
る
。
湧
水
も
多
い
軟
弱
地
盤
の
た
め
、

こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
同
じ
目
的
で
、
柱
穴
の
底

に
板
や
、
石
を
敷
く
と
い
う
事
例
は
あ
っ
て

も
、
切
り
っ
ぱ
な
し
の
枝
や
廃
材
を
敷
く
事

例
は
、
全
国
を
み
て
も
ほ
か
に
探
す
こ
と
が

難
し
い
。
よ
り
低
コ
ス
ト
の
建
築
方
法
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
類
例
は
思

い
の
ほ
か
近
く
、
山
形
城
三
の
丸
跡
の
第
十

四
次
調
査
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
（
図
２
）。

こ
の
調
査
地
点
は
広
大
な
山
形
城
三
の
丸
で

河
北
町
谷
地
城
跡
の
発
掘
調
査天

本
昌
希

図２ 山形城三の丸跡 図1 谷地城跡の柱穴

第14次調査の柱穴
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も
西
端
に
位
置
し
、
馬
見
ヶ
崎
川
扇
状
地
の

端
部
に
あ
た
る
。
立
地
環
境
と
し
て
は
今
回

の
谷
地
城
調
査
区
と
類
似
し
て
い
る
。
谷
地

を
占
領
し
た
義
光
は
、
当
地
の
鋳
物
師
た
ち

を
山
形
城
下
に
呼
び
寄
せ
た
と
さ
れ
る
が
、

同
時
に
大
工
た
ち
も
連
れ
て
行
き
、
山
形
城

内
の
整
備
に
こ
の
方
法
を
持
ち
込
ん
だ
と
解

釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
形
城
三
の
丸

で
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
る
の
は

こ
の
一
基
の
み
の
た
め
、
付
近
で
の
調
査
事

例
の
増
加
に
期
待
し
た
い
。

谷
地
城
の
姿
に
つ
い
て

　

こ
れ
ら
の
柱
穴
を
区
画
す
る
溝
は
、
調
査

区
の
軸
に
沿
っ
て
縦
横
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、

大
小
の
規
模
が
み
ら
れ
る
。
い
く
つ
が
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
区
画
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
区
画
は
一
部
が
重
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
古
い
区
画
を
埋
め
て
、
新
し
い
も

の
を
つ
く
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
古
い
区
画
は
、
い
つ
ご
ろ
の

も
の
か
。
時
期
判
断
の
材
料
と
な
る
陶
磁
器

の
出
土
が
少
な
い
た
め
難
し
い
が
、
溝
の
底

面
か
ら
出
土
し
た
漆
器
な
ど
を
炭
素
年
代
測

定
に
か
け
た
と
こ
ろ
、
十
五
世
紀
前
半
か
ら

半
ば
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
遺
跡
全
体

で
み
れ
ば
、
こ
れ
と
同
時
期
に
あ
た
る
古
瀬

戸
後
期
の
陶
磁
器
片
を
一
定
数
得
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
こ
の
測
定
結
果
は
裏
付
け
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、
古
い
区
画
は
十
五
世
紀
半
ば

頃
か
ら
機
能
し
、
新
し
い
区
画
の
建
設
に
伴

い
埋
め
戻
さ
れ
た
と
考
え
る
。
現
在
の
谷
地

地
区
の
開
発
は
、
白
鳥
長
久
か
、
あ
る
い
は

そ
の
前
代
の
頃
に
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
、
十

六
世
紀
中
頃
か
ら
と
い
う
の
が
従
来
の
説
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
今
回
の
調
査
成
果
は
、

そ
れ
よ
り
も
百
年
近
く
前
に
は
既
に
、
区
画

さ
れ
た
屋
敷
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
谷
地
地
区
は
、
南
北
に
走
る
県
道

二
十
五
号
な
ど
を
中
心
に
二
十
度
ほ
ど
東
に

傾
い
た
軸
で
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
区
画
溝
を
み
る

と
、
後
述
す
る
新
し
い
時
期
の
も
の
も
含
め

て
も
、
そ
の
方
向
は
現
在
の
も
の
と
同
じ
軸

の
傾
き
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
五

世
紀
の
中
頃
に
谷
地
の
開
発
が
は
じ
ま
っ
て

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
土
地
利
用
が
変
わ

り
、
区
画
の
変
化
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
基

幹
的
な
町
割
り
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
新
し
い
区
画
を
み
る
と
、
大
き
い
も

の
で
、
幅
四
ｍ
、
深
さ
は
一
ｍ
弱
あ
り
、
調

査
区
内
を
東
西
方
向
に
ま
っ
す
ぐ
八
十
ｍ
以

上
展
開
し
、
東
側
は
更
に
調
査
区
外
へ
延
長

し
、
西
側
は
調
査
区
の
端
で
直
角
に
折
れ
て

調
査
区
外
へ
の
び
て
い
る
。
こ
の
溝
の
底
面

か
ら
は
十
六
世
紀
中
頃
の
陶
磁
器
片
が
、
溝

の
埋
ま
り
き
っ
た
上
面
か
ら
は
十
七
世
紀
初

頭
の
も
の
が
得
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
区
画
溝

の
構
築
時
期
と
廃
絶
時
期
を
示
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
代
観
は
、
文
献

上
、
推
定
さ
れ
て
き
た
谷
地
城
の
存
続
期
間

と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
溝
は

谷
地
城
に
関
連
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

谷
地
城
の
姿
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
前
か
ら

の
研
究
が
あ
り
、
本
丸
に
対
し
て
二
の
丸
堀

が
部
分
的
に
め
ぐ
る
も
の
や
、
山
形
城
の
よ

う
に
全
体
を
三
重
に
囲
む
も
の
な
ど
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
区
は
、
ど
ち
ら

の
復
元
案
で
も
、
本
丸
西
側
の
二
の
丸
堀
に

あ
た
る
。
そ
の
た
め
調
査
前
は
南
北
方
向
に

め
ぐ
る
堀
跡
の
発
見
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
得
ら
れ
た
も
の

は
、
堀
と
す
る
に
は
規
模
の
小
さ
い
溝
跡
で

あ
る
。
考
古
学
上
、
溝
跡
と
堀
跡
の
違
い
に

つ
い
て
、
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
防
御
施
設
で
あ

る
堀
と
い
う
に
は
、
前
述
の
規
模
で
そ
の
機

能
を
担
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
山

形
城
と
比
較
す
る
に
は
、
築
城
の
時
期
も
城

主
の
地
位
も
異
な
る
が
、
筆
者
が
担
当
し
た

山
形
城
三
の
丸
跡
第
十
次
調
査
に
お
い
て
発

見
さ
れ
た
三
の
丸
の
堀
跡
は
、
幅
十
二
ｍ
以

上
、
現
地
表
か
ら
の
深
さ
は
五
ｍ
を
越
え
て

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
本
丸
を
守
る
防
御
施

設
で
あ
る
な
ら
ば
、
東
側
の
本
丸
を
守
る
た

め
、
南
北
方
向
に
な
け
れ
ば
防
御
の
用
を
な

さ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
の

は
本
丸
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
八
十
ｍ
以
上

の
び
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
発

見
さ
れ
た
溝
跡
は
、
谷
地
城
の
主
た
る
防
御

施
設
と
し
て
の
堀
跡
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
廃
城
の
時
期
に
埋
め
戻

さ
れ
て
い
る
た
め
、
谷
地
城
本
体
に
付
随
し

て
補
助
的
な
防
御
機
能
を
担
っ
て
い
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
の
と
こ

ろ
は
城
内
、
あ
る
い
は
城
外
に
隣
接
し
て
築

か
れ
た
家
臣
団
の
屋
敷
地
を
区
画
す
る
も
の

と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

　

谷
地
城
の
二
の
丸
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で

ふ
れ
た
出
羽
合
戦
に
お
け
る
争
奪
戦
の
記
録

か
ら
も
、
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
今
回
の
調
査
成
果
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
推
測
さ
れ
て
き
た
谷
地
城
の
二
の
丸
の
姿

と
は
異
な
る
も
の
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
発
掘
調
査
は
、
机
上
の
調
査

で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
結
果
を
導
く
こ
と
が

あ
る
。
文
書
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
客
観
的

な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
発
掘

調
査
の
醍
醐
味
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
は
す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
文
献
調
査
が
も
た
ら
す
情
報
に

比
べ
れ
ば
、
発
掘
調
査
が
伝
え
る
こ
と
は
あ

ま
り
に
も
限
定
的
で
あ
る
。

　

発
掘
調
査
と
文
献
調
査
は
、
両
者
ど
ち
ら

か
を
選
ぶ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
お
互
い

の
弱
点
を
補
完
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
関
係

に
あ
る
。
両
者
の
成
果
を
統
合
す
る
こ
と
で
、

よ
り
立
体
的
な
歴
史
像
が
復
元
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

　
（
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　

�

主
任
調
査
研
究
員
）
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令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
一
二
月
一
四
日
、

秋
田
市
在
住
の
髙
橋
秀
夫
氏
か
ら
山
形
市
に

「
天
正
九
（
一
五
八
一
）
年
九
月
一
二
日
附

最
上
義
光
知
行
宛
行
状
」
が
寄
付
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
文
書
の
紹
介
と
若
干
の
考
察

を
行
う
。

　

本
文
書
は
、
す
で
に
『
山
形
市
史
史
料
編

一
最
上
氏
関
係
史
料
』（
山
形
市
、一
九
七
三
）

二
五
七
頁
、『
山
形
県
史
資
料
篇
十
五
上
、

古
代
中
世
史
料
１
』（
山
形
県
、
一
九
七
七
）

五
〇
二
頁
に
翻
刻
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
非

常
に
よ
く
知
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
。
大
き
さ

は
縱
三
一
・
五
セ
ン
チ
、
横
四
七
セ
ン
チ
で
、

紙
は
、
い
わ
ゆ
る
豎
紙
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
本
文
書
は
周
知
の
文
書

で
あ
る
が
、
原
文
書
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
、
今
回
所
有
者
か
ら
寄
贈

に
い
た
っ
た
の
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

秋
田
市
在
住
と
い
う
よ
う
に
、
本
文
書
を
伝

え
た
髙
橋
家
は
、
江
戸
時
代
に
佐
竹
氏
家
臣

で
あ
っ
た
が
、
最
上
家
改
易
以
前
は
、
お
そ

ら
く
最
上
家
家
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。「
最
上
義
光
分
限
帳
」に
は
千
石
の「
高

橋
但
馬
」
な
ど
一
〇
人
の
「
高
橋
」
が
お
り
、

そ
の
内
の
一
人
が
本
文
書
の
受
給
者
の
可
能

性
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
文
書
は
最
上
義
光
の
印
判

（
判
子
）
研
究
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
目
さ

れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
図
の
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
「
七
得
」
の
印
判
（
小
黒
印
と
も

い
う
）
使
用
に
お
け
る
、
年
付
け
が
わ
か
る

最
も
古
い
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
七
得
は
、

七
徳
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
春
秋
左
伝
」
宣
公
一
二
年
（
紀
元
前
五
九

七
年
）
に
よ
れ
ば
、
武
の
七
つ
の
徳
を
意
味

す
る
と
い
う
。
そ
の
七
徳
と
は
、
暴
を
禁
じ
、

兵
を
治
め
、
大
を
保
ち
、
功
を
定
め
、
民
を

安
じ
、
衆
を
和
せ
し
め
、
財
を
豊
に
す
る
こ

と
で
あ
る
〈『
日
本
国
語
大
辞
典
６
』（
小
学

館
、
二
〇
〇
一
）〉。
義
光
は
、
そ
う
し
た
武

の
七
徳
を
理
想
に
し
、
そ
の
思
い
を
印
判
に

込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

義
光
は
、
Ａ
～
Ｄ
型
の
四
種
類
の
印
判
を

使
用
し
た
。
用
途
が
限
定
さ
れ
た
伝
馬
印
の

Ｄ
型
を
別
に
す
れ
ば
、
当
初
は
、
鼎
型
の
Ａ

型
を
、
次
に
Ｃ
型
の
七
得
の
印
を
、
そ
の
次

に
Ｂ
型
の
使
用
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
印
判
の
中
で
、
も
っ
と
も
使
用
頻

度
が
高
く
、
死
の
直
前
ま
で
使
用
さ
れ
た
の

が
七
得
（
Ｃ
型
）
の
印
で
あ
っ
た
。
印
判
の

使
用
は
、
義
光
の
支
配
領
域
の
拡
張
と
、
家

臣
団
の
拡
大
を
表
し
て
い
る
。
本
文
書
を
翻

刻
す
れ
ば
、
左
（
次
頁
）
の
様
な
も
の
で
あ

る
。

　

内
容
は
、
こ
の
度
の
山
内
で
の
戦
い
に
お

い
て
、
走
り
回
っ
て
の
奉
公
を
行
っ
た
の
で
、

敵
と
し
て
成
敗
し
た
安
藤
九
郎
兵
衛
の
領
地

を
髙
橋
卯
鶴
に
末
代
に
い
た
る
ま
で
支
配
す

る
こ
と
を
認
め
る
、
と
い
う
く
ら
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
恩
賞
と
し
て
、
土
地
を
給

付
し
た
も
の
で
、
古
文
書
学
で
知
行
宛
行
状

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
内
が
ど
こ

か
で
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。『
山
形

県
の
地
名
』
に
よ
れ
ば
、「
山
内　

古
口
（
ふ

る
く
ち
）か
ら
下
流
、清
川（
き
よ
か
わ
）（
現

東
田
川
郡
立
川
町
）
ま
で
の
最
上
川
は
（
約

一
六
キ
ロ
）、
出
羽
山
地
を
先
行
、
谷
を
形

成
し
な
が
ら
横
断
す
る
。
こ
の
区
間
は
山
内

と
称
さ
れ
庄
内
と
内
陸
を
結
ぶ
要
路
で
は

あ
っ
た
が
、
川
の
両
岸
は
切
立
っ
た
崖
と
な

り
川
に
沿
っ
て
通
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
、

古
く
か
ら
舟
に
よ
る
通
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

現
在
は
最
上
峡
の
名
で
知
ら
れ
る
」
山
内
か

も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
安
藤
九
郎
兵
衛
が
如

何
な
る
人
物
か
も
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
研

究
の
進
展
を
待
っ
て
筆
を
置
こ
う
。

�

　
（
山
形
大
学
名
誉
教
授
）

山
形
市
へ
新
た
に
寄
付
さ
れ
た

　
　
　
最
上
義
光
文
書
を
め
ぐ
っ
て

松
尾
剛
次

Ａ型Ｂ２型 Ｂ１型Ｃ型D型
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解
読
文

今
度
山
内
之
儀
、
走
廻
之
奉
公
二

付
而
、
安
藤
九
郎
兵
衛
成
敗
之
地
、

為
取
置
候
、
於
末
代
可
致
知
行
候
也

　
　
　
　

義
光
（
小
黒
印
）

天
正
九
年
辛
巳

九
月
十
二
日

�

卯
鶴
殿

天正九（1581）年九月一二日附最上義光知行宛行状
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今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、
例
年
通
り
の
活
動
が
出
来
な
く
な
り
、

制
約
を
受
け
た
中
で
の
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
が
相
次
ぎ
、
館
内
案
内
も

中
止
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
日
々

魅
力
に
富
ん
だ
活
動
を
し
た
い
と
考
え
、
そ

の
実
施
に
つ
い
て
内
容
を
記
し
ま
す
。

山
形
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
ァ
ン
ド

　

義
光
会
役
員
会
議
で
、
山
形
市
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
フ
ァ
ン
ド
へ
応
募
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。
義
光
会
創
立
以
降
、
初
め
て
の
試
み

で
不
安
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
一
次
、

第
二
次
審
査
を
通
過
し
、
約
四
十
万
円
を
獲

得
し
ま
し
た
。
活
用
目
的
は
、
こ
ど
も
講
座

『
ヨ
シ
ア
キ
☆
す
く
ー
る
』
で
使
用
す
る
映

像
を
作
成
す
る
こ
と
で
し
た
。
ど
う
に
か
十

二
月
最
後
の
講
座
に
間
に
合
い
ま
し
た
。
完

成
で
す
。
映
像
は
、
山
形
城
跡
霞
城
公
園
を

皮
切
り
に
、
最
上
義
光
の
菩
提
寺
・
光
禅
寺
、

初
代
山
形
城
主
斯
波
兼
頼
が
創
建
し
た
光
明

寺
を
巡
り
ま
し
た
。
ま
た
、
最
上
家
や
江
戸

時
代
の
山
形
に
関
わ
る
歴
史
館
収
蔵
品
を
は

じ
め
、
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
も
映
像
に

収
め
ま
し
た
。
こ
ど
も
達
に
は
、
山
形
固
有

の
歴
史
と
文
化
を
知
っ
て
も
ら
い
、
山
形
人

と
し
て
の
郷
土
愛
を
育
ん
で
も
ら
い
た
い
と

い
う
思
い
で
作
成
に
取
組
み
ま
し
た
。

こ
ど
も
講
座 

ヨ
シ
ア
キ
☆
す
く
ー
る

　

山
形
市
内
の
小
学
四
年
生
を
対
象
に
、
こ

ど
も
講
座
『
ヨ
シ
ア
キ
☆
す
く
ー
る
』
を
各

小
学
校
へ
赴
き
開
講
し
て
い
ま
す
。
今
年
度

は
、
山
形
市
内
の
十
二
校
で
約
七
百
六
十
人

の
児
童
・
教
員
が
受
講
し
ま
し
た
。
講
座
で

は
、
小
学
四
年
生
の
副
読
本
の
内
容
を
中
心

に
、
山
形
の
土
台
を
築
い
た
最
上
義
光
の
人

物
像
や
領
国
経
営
に
つ
い
て
、
画
像
を
用
い

て
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
三
十
分
と
い

う
限
ら
れ
た

時
間
で
、
小

学
生
に
伝
え

理
解
し
て
も

ら
う
こ
と
は
、

容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ

で
も
、
少
し

だ
け
で
も
郷

土
の
歴
史
や

文
化
に
興
味

を
持
っ
て
も

ら
い
、
郷
土

意
識
の
涵
養
を
図
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
前
述
の
と
お
り
、
作
成
し
た
映
像

を
『
ヨ
シ
ア
キ
☆
す
く
ー
る
』
で
使
用
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
反
省
点
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
の
画
像
で
は
感
じ
得
な
か
っ

た
臨
場
感
や
立
体
感
を
体
験
し
て
も
ら
え
た

様
子
が
、
こ
ど
も
達
の
顔
か
ら
伺
え
ま
し
た
。

ま
た
、
身
を
乗
り
だ
し
て
映
像
を
見
て
い
る

姿
が
、
印
象
的
で
し
た
。

現
地
研
修

　

義
光
会
の
現
地
研
修
は
、
最
上
家
に
関
わ

る
土
地
を
選
定
し
、
資
料
を
作
成
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
現
地
研
修
が

実
施
で
き
る
か
難
し
い
判
断
に
迫
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
感
染
症
対
策
と
し
て
、
バ
ス

を
二
台
に
分
け
実
行
し
ま
し
た
。
研
修
地
は
、

尾
花
沢
、
最
上
方
面
に
決
定
で
す
。
尾
花
沢

で
は
、
教
育
委
員
会
の
方
の
案
内
で
、
延
沢

城
に
登
り
ま
し
た
。
山
頂
の
景
色
か
ら
、
守

り
の
堅
固
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、「
天

人
清
水
伝
説
」
の
中
に
出
て
く
る
天
人
清
水

池
は
、
四
百
年
以
上
も
た
つ
の
に
、
枯
れ
ず

に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
、
今
回
の
研
修
一
推
し
、
小

国
城
へ
登
る
こ
と
で
し
た
。
折
し
も
雨
が
降

り
出
し
意
気
消
沈
し
て
い
る
と
、
最
上
町
観

光
協
会
の
計
ら
い
に
よ
り
、
公
民
館
で
最
上

町
の
歴
史
講
話
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
小
国
城
を
落
城
さ
せ
た
義
光
は
、
約

四
十
年
に
渡
り
善
政
を
敷
い
た
そ
う
で
す
。

最
上
町
は
、
ま
た
高
名
な
馬
産
地
で
あ
っ
た

こ
と
。
義
経
・
弁
慶
の
伝
説
あ
り
。
そ
し
て
、

芭
蕉
が
奥
の
細
道
の
旅
の
途
中
で
封
人
の
家

に
宿
泊
し
て
、
そ
の
時
の
印
象
を
俳
句
に
詠

ん
で
い
ま
し
た
。

　

蚤
虱　

馬
の
尿
す
る　

枕
も
と

　

最
後
に
、
現
地
研
修
で
感
じ
た
こ
と
は
、

領
国
繁
栄
の
た

め
に
、
義
光
が

川
に
着
目
し
た

点
で
し
た
。
尾

花
沢
は
最
上
川

流
域
、
最
上
町

は
小
国
川
流
域

に
位
置
し
ま
す
。

義
光
は
、
商
業

の
流
通
を
促
進

す
る
た
め
に
、

最
上
川
の
大
掛

り
な
掘
削
工
事

に
よ
っ
て
舟
運

を
発
展
さ
せ
ま

し
た
。「
水
を

制
す
る
者
は
国

を
制
す
」
と
故

事
に
あ
る
様
に
、

義
光
は
、
領
民

の
安
寧
と
領
国

繁
栄
に
寄
与
し
た
こ
と
を
、
再
確
認
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　

令
和
三
年
三
月

　
　
　

義
光
会
第
五
代
会
長�　

田
中　

範
子
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最
上
義
光
連
歌
の
世
界 

⑤

　

今
回
採
り
上
げ
た
句
で
、短
詩
型
文
学
の
解
釈
の
困
難
さ
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
座
の
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
「
連

歌
（「
誹
諧
連
歌
」
も
ふ
く
む
）」
を
、
後
世
、
そ
の
「
座
」

に
関
わ
ら
ぬ
人
々
、
す
な
わ
ち
我
々
が
解
釈
す
る
こ
と
の
困

難
さ
に
つ
い
て
の
、
考
察
を
行
う
。

　

こ
の
発
句
の
大
意
は
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
読
め
ば
、「
春

の
桜
を
手
折
っ
て
風
流
を
尽
し
、
今
、
夏
木
立
の
中
に
座
り
、

遅
く
出
た
月
を
眺
め
て
（
同
じ
く
、
風
雅
の
思
い
を
人
々
と

共
有
し
て
）
い
る
」
と
な
る
。「
桜
・
夏
の
月
」
い
ず
れ
も
、

和
歌
に
詠
み
習
わ
さ
れ
て
来
た
素
材
で
、そ
の
と
ら
え
方
も
、

特
に
目
新
し
く
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。（
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
別
見
を
次
回
記
し
た
い
）

　

疑
問
を
感
ず
る
の
は
、「
桜
を
手
折
っ
た
の
は
誰
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
前
述
の
大
意
で
は
「
義
光
（
ま
た
は
、
義
光

と
紹
巴
ら
一
座
の
人
々
）」
と
な
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
人
々

が
置
か
れ
た
世
情
を
思
う
時
、
別
解
が
可
能
か
と
も
思
う
の

で
あ
る
。

　

そ
の
前
提
に
は
、
第
一
点
と
し
て
先
に
触
れ
た
が
、「
座
」

か
ら
離
れ
た
短
詩
型
文
学
解
釈
の
難
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
点
と
し
て
、
そ
の
場
の
連
衆
が
、
そ
の
時
ど
の
よ
う
な

位
置
を
社
会
の
中
で
占
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
特
に
、
義
光
・
紹
巴
の
師
弟
は
、
単
な
る
文
芸
愛
好

家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
四
月
と
は
、ど
ん
な
時
節
で
あ
っ

た
か
。
そ
の
直
前
の
三
月
十
四
日
に
は
、
秀
吉
最
晩
年
の
風

雅
の
盛
事
「
醍
醐
の
花
見
」
が
挙
行
さ
れ
た
。（
秀
吉
は
そ

の
後
、
病
に
臥
す
）「
お
る
花
」
と
は
、
こ
の
行
事
を
踏
ま

え
て
い
る
可
能
性
を
、
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
と
な
る

と
、「
醍
醐
の
花
見
を
人
々
と
と
も
に
寿
い
だ
後
、
今
、
初

夏
の
月
の
下
、
我
々
は
風
雅
の
時
を
味
わ
っ
て
い
る
」
ほ
ど

の
意
と
な
る
か
。
う
が
ち
す
ぎ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
推
測
し
た
く
な
る
の
は
、
義
光
・
紹
巴
と

も
に
、
こ
の
比
、
権
力
の
怖
し
さ
を
改
め
て
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三
年
前
の
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
秋
は
、義
光
に
と
っ

て
も
紹
巴
に
と
っ
て
も
痛
恨
の
秋
で
あ
っ
た
。
義
光
に
と
っ

て
は
駒
姫
の
死
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
。
紹
巴
は
秀
次
に
近
侍
し
て
い
た
と
い
う
こ

１　

お
る
花
の
あ
と
や
月
見
る
夏
木
立�

義
光

２　
　

御
簾
の
み
と
り
に
明
（
け
）
や
す
き
山�

紹
巴

　
　
　

慶
長
三
年（
一
五
九
八
）四
月
十
九
日

　
　
　
　

賦
何
墻
連
歌　
　
　
　
　

初
折
の
表

名
子 

喜
久
雄

と
で
、
八
月
十
九
日
知
行
百
石
を
没
収
さ
れ
、
近
江
国
三
井

寺
門
前
に
追
放
と
な
っ
た
。

　

奥
田
勲
氏
は
「
連
歌
師

－

日
本
人
の
行
動
と
思
想

－

評
論

社　

昭
和
五
十
一
年
」
で

　

�

紹
巴
は
決
し
て
す
で
に
「
連
歌
師
」
で
は
な
い
。
連
歌

師
と
い
う
立
場
を
巧
み
に
利
用
し
つ
つ
、
権
力
構
造
の

内
奥
に
立
ち
入
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
紹
巴
な
り
の
決
定

を
行
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

と
、
紹
巴
と
権
力
（
秀
吉
・
秀
次
）
と
関
わ
り
を
論
ぜ
ら
れ

た
。
そ
の
紹
巴
は
、
権
力
に
近
づ
き
、
そ
の
一
部
を
手
に
し

た
こ
と
の
怖
し
さ
を
、
十
二
分
に
味
わ
っ
た
こ
と
と
な
る
。

　

彼
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
許
さ
れ
て
八
月
七
日
に
、

帰
京
を
祝
う
連
歌
が
あ
っ
た
。
義
光
は
、
翌
日
八
日
の
「
木

食
上
人
応
其
興
行
百
韻
」
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
の

な
み
な
み
な
ら
ぬ
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
紹
巴
帰
京
の
後
の

文
芸
行
事
に
参
加
し
た
人
々
は
手
放
し
で
、
紹
巴
の
帰
京
を

喜
び
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
が
何
か
の
折
に
権
力
者
の
目

に
止
っ
た
時
、
そ
の
権
力
者
を
寿
ぐ
表
現
に
よ
り
、
受
難
を

回
避
す
る
工
夫
・
配
慮
を
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

採
り
上
げ
た
連
歌
の
張
行
の
時
期
・
そ
の
折
の
人
々
の
あ

り
様
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
行
っ
て
み

た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

な
お
、
こ
の
付
け
合
い
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
が
補
足
す

べ
き
こ
と
が
あ
り
、
次
稿
に
記
し
た
い
。

�

（
山
形
大
学
名
誉
教
授
）



令
和
3
年
度
事
業

1
．
展
示
事
業

⑴
常
設
展
示

　

�

最
上
義
光
を
主
と
し
た
最
上
家
関
係
資
料
と
山

形
城
関
係
資
料
、
山
形
に
関
わ
る
文
化
財
な
ど

を
展
示
紹
介
し
な
が
ら
一
部
コ
ー
ナ
ー
展
示
を

行
い
ま
す
。

　

①
企
画
展
示
Ⅰ「（
仮
称
）鐵
の
美2021

」

�

（
４
月
７
日

－

７
月
４
日
）

　

②
企
画
展
示
Ⅱ「（
仮
称
）武
士
好
み
の
デ
ザ
イ
ン
」

�

（
７
月

－

11
月
）

　

③
企
画
展
示
Ⅲ「（
仮
称
）収
蔵
名
品
展�

屏
風
絵
」

�

（
11
月

－

１
月
）

　

④
企
画
展
示
Ⅳ「（
仮
称
）最
上
義
光
と
連
歌
」

�

（
１
月

－

３
月
）

2
．
普
及
啓
発
事
業　

⑴
歴
史
講
座

　

①
こ
ど
も
講
座
（
小
学
校
出
張
講
座
）　

　
　

�

山
形
市
内
の
小
学
校
に
出
向
い
て
最
上
義
光

を
学
ぶ
機
会
を
つ
く
り
、
郷
土
史
に
対
す
る

関
心
と
理
解
を
深
め
、
愛
郷
心
の
育
成
を
図

り
ま
す
。

⑵
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
係
わ
る
事
業　

　

�

最
上
義
光
と
最
上
家
を
啓
蒙
す
る
こ
と
に
つ
い

て
歴
史
館
と
と
も
に
活
動
す
る
市
民
が
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
い
う
形
で
歴
史
館
の
サ
ポ
ー
タ
ー

と
な
っ
て
、
来
館
者
の
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に

応
え
、
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図
る

と
と
も
に
、
歴
史
館
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
創
出
し
ま
す
。（
年
１
回
サ
ポ
ー
タ
ー

を
募
集
し
ま
す
）

　

・「
義
光
塾
」

　

・「
現
地
研
修
会
」

　

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
最
上
義
光
歴
史
館
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

表
紙
の
写
真

　

谷
地
城
跡
は
、
河
北
町
役
場
庁
舎
の
建
替
に
伴
い
令
和
元
年
五
月

か
ら
八
月
に
か
け
て
、
初
め
て
の
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
山
形
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
建

物
群
と
区
画
溝
だ
と
考
え
ら
れ
る
多
数
の
柱
穴
と
溝
跡
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。

　

表
紙
写
真
は
調
査
区
内
の
東
西
方
向
に
伸
び
る
溝
で
、
広
い
所
で

幅
四
ｍ
、
深
さ
は
七
〇
～
九
〇
㎝
前
後
を
測
り
、
陶
磁
器
類
、
漆
器
、

木
製
品
、
石
製
品
、
金
属
製
品
な
ど
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。

年
代
の
判
断
で
き
る
出
土
遺
物
と
周
辺
の
遺
構
と
の
関
係
か
ら
、
こ

の
溝
は
十
六
世
紀
中
頃
に
機
能
し
十
七
世
紀
前
半
に
は
埋
没
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
文
献
上
で
推
定
さ
れ
て
き
た
谷
地
城
の
存
続
期
間

と
合
致
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、二
～
三
ペ
ー
ジ
の
論
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
に
つ
い
て

開
館
時
間　
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30
分

入
館
料　
無　

料

休
館
日　
月
曜
日（
国
民
の
祝
日
と
な
る
場
合
は
そ
の
翌
日
）

　
　
　
　
　

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日

交　
　
通　
Ｊ
Ｒ
山
形
駅
よ
り
徒
歩
約
15
分

　
　
　
　
　

大
手
町
バ
ス
停
留
所
よ
り
徒
歩
１
分

来
館
案
内
図

豊烈神社

令
和
３
年
３
月
発
行

編
集
・
発
行　
公
益
財
団
法
人
山
形
市
文
化
振
興
事
業
団

　
　
　
　

 　

最
上
義
光
歴
史
館

　
　
　
　

 　

〒
９
９
０

－

０
０
４
６

　
　
　
　

 　

山
形
市
大
手
町
１

－

53

　
　
　
　

 　

緯
０
２
３

－

６
２
５

－

７
１
０
１

　
　
　
　

 　

思
０
２
３

－

６
２
５

－

７
１
０
２

　
　
　
　

 　

http://m
ogam

iyoshiaki.jp

　

 

印　

刷　

株
式
会
社
大
風
印
刷

　

最
上
義
光
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
旧
暦
一
月

十
八
日
。
太
陽
暦
で
は
二
月
二
十
六
日
、
余
寒

な
お
厳
し
い
時
節
で
あ
る
。
晴
れ
た
夜
な
ら
満

月
に
近
い
月
は
、
冷
た
い
光
を
地
上
に
投
げ
か

け
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
石
川
県
金
沢
市
の
研
究
家
か
ら
歴
史

館
に
手
紙
が
届
い
た
。
金
沢
の
研
究
家
皆
様
が

テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
『
政
隣
記
』
の
一
節
を

コ
ピ
ー
し
て
下
さ
っ
た
も
の
だ
。

　

最
上
駿
河
辞
世
并
詠
哥

　
　

一
生
居
敬
全

　
　

今
日
命
帰
天

　
　

六
十
余
霜
事

　
　

対
花
拍
手
眠

　

有
と
い
ひ
無
し
と
教
へ
て
久
堅
の

　
　

月
白
妙
の
雪
清
き
か
な

　

先
様
の
疑
問
は
、
こ
れ
が
確
か
に
「
最
上
駿

河
守
家
親
」
の
作
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
の
よ

う
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
側
と
し
て
は
、
瞬
間

的
に
「
こ
れ
は
大
変
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
義
光

の
？
」
と
い
う
受
け
取
り
方
に
な
っ
て
い
た
。

　
「
最
上
駿
河
守
家
親
」
な
ら
、
元
和
三
年
没
。

年
齢
三
十
六
歳
で
あ
る
か
ら
、「
六
十
余
霜
」

と
は
合
わ
な
い
。
亡
く
な
っ
た
の
は
三
月
六
日

（
太
陽
暦
四
月
十
一
日
）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

春
欄
漫
で
は
あ
っ
て
も
、「
久
方
の
月
の
光
、

白
妙
の
雪
」
と
い
っ
た
景
物
か
ら
は
程
遠
い
。

さ
ら
に
亡
く
な
る
前
、
二
晩
ほ
ど
苦
し
ん
だ
と

す
る
記
録
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
悠
々
と
雪
・
花
・

月
を
愛
で
つ
つ
、
咲
い
た
花
に
ま
で
感
謝
し
な

が
ら
命
終
を
迎
え
る
と
い
う
達
観
し
た
境
地
に

は
、
こ
れ
ま
た
ほ
ど
遠
過
ぎ
る
。

　

義
光
晩
年
に
至
り
つ
い
た
澄
み
通
っ
た
心
境

が
、
こ
の
辞
世
に
脈
々
と
通
っ
て
い
る
と
見
る

の
は
は
た
し
て
僻
目
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
漢
詩
（
五
言
絶
句
）
と
、
和
歌
一
首

は
、
ま
ず
義
光
の
作
と
見
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

　

葬
儀
は
義
光
が
み
ず
か
ら
の
菩
提
寺
と
し
て

建
立
し
て
い
た
「
慶
長
寺
」
で
執
り
行
わ
れ
た
。

二
月
六
日
（
三
月
十
六
日
）、
春
分
近
い
こ
ろ

で
日
没
は
寅
の
刻
、午
後
五
時
半
ご
ろ
に
な
る
。

そ
の
夕
刻
に
、
義
光
公
の
黄
泉
（
よ
み
）
路
の

旅
に
お
供
し
よ
う
と
、
み
ず
か
ら
生
命
を
絶
っ

た
四
人
の
家
臣
が
い
た
。

　

長
岡
但
馬
、
山
家
河
内
、
寒
河
江
十
兵
衛
、

そ
れ
に
も
う
一
人
。
辞
世
の
句
を
残
し
た
寒
河

江
肥
前
守
で
あ
る
。
肥
前
守
は
義
光
の
地
域
統

一
戦
の
な
か
で
敗
北
し
た
寒
河
江
氏
の
一
族

だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
戦
後
は
義
光
に
帰
参
し
て

幕
下
に
入
っ
た
人
物
と
思
わ
れ
る
。「
最
上
義

光
分
限
帳
」
で
は
最
上
一
族
以
外
で
は
ト
ッ
プ

の
酒
田
の
志
付
九
郎
兵
衛
三
万
石
に
つ
い
で
、

第
二
番
目
に
寒
河
江
肥
前
守
二
万
七
千
石
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
秋
元
本
・
伊
藤
本
山
形
城
内

図
、
守
春
本
城
下
図
、
ど
の
絵
図
で
も
廓
内
に

広
大
な
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
寒
河
江
新

二
郎
」
は
、「
肥
前
守
」
の
子
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

　

彼
の
辞
世
は
、『
最
上
中
興
事
略
』
と
い
う

最
上
家
伝
来
の
古
記
録
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、
全
体
が
漢
文
風
。
平
仮
名
で
書
く

べ
き
部
分
ま
で
万
葉
仮
名
風
に
漢
字
を
当
て
、

ひ
ど
く
読
み
に
く
い
が
、
こ
こ
で
は
読
み
や
す

い
通
常
の
文
字
使
い
に
な
お
し
て
掲
げ
て
み

る
。

　

�

神
去
り
ま
し
ま
す
悲
し
み
に
堪
え
ず
、
従
い

ま
つ
ら
ん
と
、
今
日
死
出
の
山
形
を
立
ち
別

る
れ
ば
、三
途（
み
つ
せ
）は
最
上
川
な
れ
や
。

う
ち
渡
ら
ん
と
思
い
つ
め
、

　

霧
と
な
り
霞
と
消
ゆ
る
夕
べ
か
な

　

葬
儀
が
終
え
た
こ
の
時
は
、
早
春
の
山
形
盆

地
も
や
や
暖
か
に
、
ほ
の
か
な
タ
霞
が
消
え
て

ゆ
こ
う
と
す
る
季
節
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

研
究
余
滴
⑳

 
義
光
と
寒
河
江
肥
前
守
の
辞
世

片

桐

繁

雄


	P01-08_No28_Part1
	P01-08_No28_Part2
	P01-08_No28_Part3
	P01-08_No28_Part4
	P01-08_No28_Part5
	P01-08_No28_Part6
	P7_No28
	P01-08_No28_Part8

