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摂
津
国
八
部
郡
に
あ

っ
た
輪
田
荘
の
名
が
文
献
に
初

め
て
見
え
る
の
は
、
延
久

三
年
六
月

二
十
四
日
の
太
政
官
符
で
あ
る
。

こ
の
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
輪
田
荘
は
正

子
内
親
王
家
領
と
し
て
、
本
免
田
五
町
と
荘
司
五
入

・
寄
人
十
人
の
臨
時
雑
役
が
免
除
せ
ら
れ
て
い
る
。

正
子
内
親
王
は
後

三
条
天
皇
の
妹

で
、
兄
の
後

三
条
天
皇
が
記

録
荘
園
券
契
所
を
設
け
て
荘
園
の
整
理
に
積
極
的
に
取
組
ま
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

正
子
内
親
王
家
領
で
あ
る
輪
田
荘
も
記
録
荘
園
券
契
所

に
お
い
て
、
提
出
さ

れ
た
本
家
文
書
お
よ
び
摂
津
国
司

の
注
文
に
基
い
て
審
査
さ
れ
、
内
親
王
家
領
と
し

て
そ
の
領
有
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
本
免
田
僅
か
五
町
で

「
加
納
之
作

田
」
も
な

い
狭
小
な
荘
園

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
周
辺
の
土
地
を
取
込
ん
で
荘
域
を
拡
大
し
、
相
当
広
大
な
荘
園
に

発
展
し
た
。
所
有
者
も
い

つ
の
こ
と
か
明
ら
か

で
な
い
が
、
正
子
内
親
王
家
か
ら
摂
家
の
九
条
家

に
代
り
、
九
条
家
が
建
仁
元
年
荘
内
を
検
注
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

八
十
余

㈹

町
が
付
近
の
荘
園
に
よ

っ
て
押
領
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
荘

の
規
模
を
示
す
具
体
的
な
史
料
は
な
い
が
、

そ
の
う
ち

の
三
十
町
は
も
と
橘
経
遠
と
い
う
人
物
の
相
伝
の
所

領
で
あ

っ
た
。
橘
経
遠
は
長
治

二
年

二
月
、
八
部
郡
宇
治
村
に
あ

っ
た
石
重
名
の
田
畠

三
十
町
を
右
衛
門
督
藤
原
宗
通
に
寄
進
し
た
。

三
十
町
の
内

訳
は
見
作
田
が
十

三

㈲

町

三
反
半
、
見
作
畠
が
五
町

三
反
、
荒
が
十

一
町
三
反
半
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
経
遠
は
寄
進
に
あ
た
り
、
子

々
孫
々
に
至
る
ま
で
石
重
名

の
地
主
と
し
て
こ
の
土
地

の
管
理
権
を
も

つ
と
い
う
条
件
を
付
し

て
い
る

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
寄
進
が
当
時

一
般
に
行
わ
れ

て
い
た
権
門
の
権
威
に
よ

っ
て
国
家

へ
の
年
貢
課
役
を
忌
避
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

三
十
町
も
の
田
畠
を
寄
進
し
た
経
遠
は
、
恐
ら
く
八
部
郡
の
在
地

の
豪
族
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

摂
津
守
菅
原
在
良
は
嘉
承

二
年
十

二
月
に
、
経
遠
の
寄
進
し
た
田
畠
三
十
町
を
右
衛
門
督
藤
原
宗
通
家
領
と
し

て
立
券
し
、
同
時
に
こ
の
土
地
の
臨
時
雑
役
を
免
除
し

て
い
㍉

こ
の
場
合
経
遠
は
石
重
名
の
地
主
と
し
て
・
免
除
さ
れ
た
臨
時
雑
役
の
代
り
に
藤
原
宗

通
に
な
に
が
し
か
の
課
役
を
負
担
し
、
国
衙

へ
は
従
来
通
り
所
当
官
物

摂
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を
納
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
土
地
を
半
不
輪
の
地
と
よ
ん
で
い
る
。

後
九
条
家
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
端
裏
書
に

「
輪
田
券
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

編
入
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

橘
経
遠
の
長
治

二
年

の
寄
進
状
に
は
三
十
町
の
田
畠
の
坪
付
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

坪
付

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

七
条
二
里
十
坪

七
条

三
里

二
十
二
坪

二
十
三
坪

二
十
四
坪

二
十
八
坪

二
十
九
坪

七
条
四
里
六
坪

八
条

二
里

二
十
四
坪

八
条
四
里

一
坪

九
条
四
里
十
九
坪

九
条
五
里
四
坪

十
条
四
里
十
三
坪

十
条
五
里

一
坪

二
坪

十
坪

十

一
坪

二
十
坪

二
十
八
坪

五
坪

六
坪

七
坪

二
十
四
坪

二
十
五
坪

二
坪

三
坪

十
坪

国
守
菅
原
在
良
が
石
重
名
田
畠

の
立
券
を
命
じ
た
嘉
承
二
年
の
庁
宣
は
、
そ
の

橘
経
遠
相
伝

の
石
重
名
が
そ
の
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
や
が
て
輪
田
荘
に

こ
れ
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
輪
田
荘

の
位
置
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

三
十

】
坪

三
十
二
坪

三
十

三
坪

八
部
郡
の
条
里
に
つ
い
て
は
、
応
保

二
年
の
年
号
の
あ
る
条
里
断
簡
図
が
大
正
十
年
ご
ろ
神
戸
市
内
の
奥
平
野
で
発
見
さ
れ
、

『
神
戸

市
史
』
に
詳
細
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
応
保
二
年
と
い
え
ば
あ
と
で
も
触
れ
る
よ
う
に
平
清
盛
の
命
に
よ

っ
て
八
部
郡
の
検
注
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
り
、
条
里
断

簡
図
は
検
注
の
さ
い
に
作
製
さ
れ
た
図
帳

の

一
部
で
あ
ら
う
。

こ
の
断
簡
図
は
写
で
あ
る
が
、
喜
田
氏
は
断
簡
図
に
あ
る
「
七
条
奥
山
中
谷
上
車
里
」
と
あ
る
の
を
手
懸
り

に
、
板
宿

の
奥
の
車
村
を
七
条
に
比
定
し
、
そ
れ
よ
り
順
次
東

へ
六
条

・
五
条
と
数
え
、
旧
湊
川
、
今
の
新
開
地
筋
を
含
む
条
を

一
条
と
し
、
こ
こ
を
八
部
郡

の
条
里
の

起
点
と
さ
れ
た

そ
の
後
天
坊
幸
彦
氏
は
喜
田
氏
の
説
の
誤
り
を
指
摘
し
、
断
簡
図
の
車
里
は
束
里
の
誤
写
で
あ
ろ
う
と
し
、
七
条
を
現
平
野
浄
水
場
を
含
む

一
帯
に
比

定
し

て
、
こ
こ
か
ら
東

へ
六
条

・
五
条
と
数
え
、
条
里
の
起
点
を
西
郷
川
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
従

っ
て
天
坊
説
で
は
今
の
新
開
地
筋
を
含
む
条
が
九
条
と
い
う

こ
と
に
な

十
二
坪

十
五
坪

十
六
坪

十
七
坪

十
八
坪

十
九
坪

二
十
九
坪

三
十
坪

三
十

一
坪

三
十
二
坪

三
十
三
坪

八
坪

九
坪

十
坪

十
七
坪

二
十
六
坪

三
十
五
坪

三
十
六
坪

十

一
坪

十
二
坪

十
三
坪

十
四
坪

十
五
坪

二
十
二
坪そ

れ
に
基
い
て
喜
田
貞
吉
氏
が
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る
。
喜

田
説
よ
り
も
天
坊
説

の
方
が
よ
り
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
天
坊
氏
が
七
条

二
里
と
推
定
し
た
里
は
南
半
分
が
海
に
な

っ
て
い
る
が
、
橘
経
遠
の
寄
進
状
に
よ
る
と
、
七
条

二
里
の
南
に

つ
ら
な
る
七
条

三
里
に
六
町
六

反
半
、
七
条
四
里
に
三
反
の
田
畠
が
存
在
し
て
い
る
。
海
中
に
田
畠
が
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
天
坊
説
は
破
綻
を
き
た
す

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

落
合
重
信
氏
は
天
坊
説
の
七
条
を
六
条
と
し
、

以
下
西
に
向

っ
て
条
数
を

一
つ
づ

つ

繰
上

げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

天
坊
説
の
欠
陥
が
是
正
で
き
る
と
い
う
説
を
提
唱
し

た
。
そ
の
場
合
、
落
合
氏
は
八
部
郡
の
条
里
の
起
点
を
天
坊
説
よ
り
も

一
条
西

に
移
し
、
西
灘
と
葺
合
両
村
の
村
境
に
求
め
て
い
る
。
な
お
落
合
氏
は
自
説
を
裏
付
け
る

史
料
と
し
て
、
長
田
神
社
文
書
の
正
安
元
年
十

一
月
の
寄
進
状
を
挙
げ

て
い
る
。

こ
の
寄
進
状
は
左
衛
門
少
尉
伴
某
が
長
田
神
社
に
法
花
転
読
料
田
と
し
て
田
地

一
段
を

寄
進
し
た
と
き
の
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の

一
段

の
所
在
地
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

合

壱

段

者

在
井
門
庄
長
田
村
拾
壱
条

一
里
廿
八
坪
内

東
限
類
地

南
限
類
地

四
至

西
限
岸

北
限
荒
野

こ
の
記
載
か
ら
長

田
村
が
十

一
条

一
里
に
属
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
長
田
村
が
十

一
条
に
所
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
東

へ
数
え
て
旧
湊
川
を
含
む
条
は
八

条
、
さ
ら
に

一
条
隔
て
た
平
野
浄
水
場
を
含
む

一
帯
は
六
条
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
落
合
氏

の
条
数
の
数
え
方
と

一
致
す
る
。

と
こ
ろ
が
落
合
説
で
も
な
お
問
題
は
残
る
。
落
合
説
を
現
在
の
地
図
の
上
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
六
条

一
里

・
同

二
里
は
地
形
と
う
ま
く
合
致
す
る
が
、
八
条
四
里

の
南
の
大
半
が
海
岸
線
か
ら
は
み
出
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
海
岸
線
は
現
在
の
海
岸
線
よ
り
も
か
な
り
北
に
入
り
こ
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
四
里
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
三
里
の

一
部
す
ら
海
中
に
入

っ
て
し
ま
う
。
同
じ
こ
と
は
七
条

の
四
里
、

九
条

の
四
里

・
五
里
、
十
条
の
五
里
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

そ
こ
で
落
合
氏

は
地
形
に
合
せ
る
た
め
、
七
条
以
下
に
お

い
て
、
里
を

一
つ
ず

つ
北
に
繰
上
げ

て
条
里
の
復

原
図
を
作
製
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
北
に
繰
上
げ
る
こ
と
の
根
拠
を
説
明
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し

て
、

そ
の
解
明
を
後
日
に
期
し
て
い
ら
れ
る
。

落
合

氏

の
い
わ
れ
る
よ
う
に

七
条
以
下
に
お

い
て
里
を

一
つ
ず

つ
北
に
繰
上
げ
る
と
す
れ

ば
、
長
田
村

の
あ
る
里
は
十

一
条

二
里
と
な
り
、
さ
き
に
あ
げ
た
正
安
元
年
十

二
月

の
伴
某

の
寄
進
状
の
記
載
と
合
わ
な
く
な

っ
て
く
る
。
八
部
郡
の
条
里
の
復
原
に
つ

い
て
は
今
後

の
検
討

に
待

つ
し
か
な
い
が
、
橘
経
遠
の
寄
進
し
た
石
重
名
の
田
畠
の
所
在
は
、
そ
の
坪
付
に
よ

っ
て
お
お
よ
そ
の
位
置

の
見
当
が

つ
く
。
そ
れ
は
湊
川
神

社
か
ら
和

田
岬
に
か
け
て
の
海
岸
地
帯
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従

っ
て
石
重
名
を
含
む
輪
田
荘
の
位
置
も
ほ
ぼ
そ
の
あ
た
り
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
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ろ
う
。

輪
田
荘
が
九
条
家
の
領
有
に
移

っ
た
こ
と
は
さ
き

に
も
触
れ
た
が
、
九
条
兼
実
は
元
久
元
年
四
月
、
処
分
状
を
書
い
て
、
輪
田
荘
を
娘
の
宜
秋
門
院
任
子
に
譲

っ
た
が
、

㈲

宜
秋
門
院

の
没
後
は
孫
の
道
家
に
譲
る
よ
う
指
示
し

て
い
る
。
な
お
兼
実
の
処
分
状
で
は
輪
田
荘
は
最
勝
金
剛
院

の
末
寺
光
明
院
領
と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
光
明
院
に

㈹

は
輪
田
荘
か
ら
二
十
五
石
の
年
貢
が
進
納
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
輪
田
荘
が
兼
実

の
置
文
通
り
に
宜
秋
門
院
か
ら
藤
原
道
家
に
受
け

つ
が
れ
た
こ
と
は
、
建
長
二

㎝

年
十

一
月
の
九
条
道
家
の
処
分
状
に
女
院
方
よ
り
の
家
領
と
し
て
輪
田
荘

の
名
が
見
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
道
家
の
処
分
状
に
よ
る
と
、
嫡
子
教
実
が
父

に
先
立

っ
て
死
ん
だ
た
め
、
教
実
の
子
忠
家

に
輪
田
荘
が
譲
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
処
分
状
に
は
輪
田
荘
は
報
恩
院
領
と
注
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
き

の
光
明
院
の
場

働

合
と
同
様
報
恩
院
に
年
貢

二
十
五
石
が
進
納
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
輪
田
荘
は
忠
家

の
あ
と
そ
の
子
孫
に
伝
領
さ
れ
、
室
町
時
代
に
及
ん
で
い
る
。

輪
田
荘
の
あ
る
摂
津
国
八
部
郡
は
、
平
氏
全
盛
時
代
に
は
平
氏
の
直
轄
領
と
し
て
支
配
せ
ら
れ

て
い
た
。
平
清
盛
は
仁
安

二
～
三
年
ご
ろ
に
福
原
に
山
荘
を
営
み
、
さ
ら

に
承
安
三
年
に
は
大
輪
田
泊
に
兵
庫
島
を
築
造
す
る
な
ど
、

こ
の
地
域
を
平
氏
の
拠
点
と
し
て
重
視
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
清
盛
は
応
保
二
年
安
芸
前
司
能
盛
を
使
者
と

し
て
八
部
郡
を
検
注
さ
せ
た
が
、
能
盛
は
八
部
郡
内

に
あ

っ
た
七
カ
所
の
荘
園
を
こ
と
ご
と
く
検
注
し
て
押
領
し
、

一
郡
全
域
が
平
氏
の
知
行
地
と
さ
れ
て
し
ま

っ
た
嚇

七
力
荘
に
は
輪
田
荘
を
は
じ
め
、
小
平
野
荘

.
兵
庫
荘

.
井
門
荘

.
福
原
荘
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
平
家
滅
亡
の
後
、
こ
れ
ら
の
荘
園
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
所
に
返
付

さ
れ
た
。
兵
庫
荘
は
八
条
院
障
子
を
本
所
と
す
る
荘
園

で
あ

っ
て
、
平
頼
盛
が
領
家
を

つ
と
め
て
い
た
が
、
源
頼
朝
は
頼
盛
の
母
池
禅
尼
に
命
を
助
け
ら
れ
た
恩
義
に
報

αの

い
る
た
あ
、
平
家
領
と
し
て
没
収
す
る
こ
と
を
避
け
、
頼
盛
に
そ
の
領
有
を
認
め
た
。
こ
の
兵
庫
荘
は
上
荘

・
中
荘

・
下
荘
に
分
か
れ
、
兵
庫

三
力
荘
と
も
よ
ば
れ
て
い

た
。
福
原
荘
は
平
家
没
官
領
と
し
て
接
収
さ
れ
た
あ
と
、
頼
朝
は
こ
れ
を

一
条
能
保
に
嫁

い
だ
彼
の
妹
に
他

の
平
家
没
官
領
十
九
カ
所
と
と
も
に
与
え
た
。
能
保
は
妻
の
死

後
そ
の
所
領

二
十
カ
所
を
子
女
に
配
分
し
た
が
、
能
保

の
娘
が
九
条
道
家

の
母
で
あ

っ
た
関
係
で
、
福
原
荘
は
そ
の
後

一
条
家
領
と
し

て
伝
領
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

個

ま
た
井
門
荘
に
つ
い
て
も
、

そ
の
後
道
家

の
所
領
と
な
り
、
道
家
か
ら
忠
家
に
譲
ら
れ
た

こ
と
が
、
道
家
の
処
分
状

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

輪
田
荘

.
福
原
荘

.
兵
庫
荘
は
近
接
し

て
存
在
し
、
し
か
も
相
互
に
所
領
が
入
り
組
ん
で
い
て
複
雑
な
関
係
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
輪
田
荘
が
湊
川
神
社
か
ら
和

田
岬
の
沿
岸
地
帯

に
か
け
て
存
在
し
た
こ
と
は
さ
き
に
も
触
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
輪
田
荘
を
構
成
す
る
橘
経
遠
の
寄
進
田
畠
坪
付
の
な
か
に

一
部
兵
庫
荘
の
土
地
が
含
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ま
れ
て
い
た
。

七
条

三
里

二
十
八
坪
、
同

三
十

一
坪
、
九
条
四
里

二
十
坪
に

「
兵
庫
荘
」
と
注
記
さ
れ
た
土
地
が
含
ま
れ
て
い
る
。
喜
田
貞
吉
氏
は

『
神
戸
市
史
』

の
な

か
で
、
兵
庫
荘
は
主
と
し

て
妙
法
寺
川
の
流
域
を
占
め
、
上
は
白
川
村

・
車
村
よ
り
妙
法
寺
村

・
板
宿
村

・
大
手
村

・
野
田
村

・
駒
ケ
林
村

に
及
び
、
そ
の
上
流

.
中
流

・
下
流
に
よ

っ
て
上
荘

・
中
荘

・
下
荘
と
よ
び
、
北
か
ら
南
に
か
け

て
上

・
中

・
下

の
三
力
荘
が
な
ら
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
果
し
て
そ
う
考

え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
少
し
兵
庫
荘
の
位
置
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た

い
。

さ
き
に
あ
げ
た
応
保

二
年
の

「
八
部
郡
条
里
断
簡
図
」

の
う
ち

「
七
条
奥
山
中
谷
上
車
里
」
と
肩

に
注
記
の
あ
る
里
の
二
十

一
坪

・
二
十

二
坪

.
二
十
三
坪
に

「
兵
庫

上
荘
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
・
天
坊
幸
彦
氏
は
肩

の
注
記
に
よ

っ
て
こ
れ
を
七
条
に
属
す
る
里
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
㌔

蓉

重
信
氏
は
こ
の
断
簡
図
が
写
で
あ
り
、
注

記
の

「
車
里
」

は
天
坊
氏
と
同
じ
よ
う

に
転
写
の
さ
い

「
束
里
」
と
あ
る
の
を
誤
写
し
た
も

の
と
考
え
て
、
注
記
は
こ
の
里
が
七
条
奥
山
中
谷
上
の
束
里
で
あ
る
こ
と
を

㈹

示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
里
は
六
条
に
属
す
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
落
合
氏
の
六
条
説
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
正
安
元
年
十

一
月

の
伴
某
の
寄
進
に
よ
る

長
田
神
社
の
法
花
転
読
料
田
が

一
井
門
荘
長
田
村
十

一
条

一
里
」
と
し
る
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も

妥
当

な
も

の
と
思
わ
れ
る
。

も
し
こ
の
里
の
位
置
を
六
条

と
す
れ

ば
、
兵
庫
上
荘

は
平
野
の
浄
水
場
の
あ
た
り
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
に
は
少
し
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
兵
庫
中
荘
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
建
武
四
年
の
沙
弥
某
の
次

の
寄
進
状
が
手
懸
り
と
な
る
。

寄
進

長
田
社
田
地
事

合
壱
段
者

藥

難

叢

鋼

七
作

(也
傍
如
)

[
目
所
奉
寄
進
永
代
当
社
口
口
口
件

建
武
二
年
四
月
十
六
日

⑫㊥

沙
弥

(花
押
)

十

二
条
二
里
十
坪
と
い
え
ば
、
現
在
の
神
戸
市
長
田
区
の
市
民
運
動
場

の
東
側
の
あ
た
り

で
、
旧
池
田
村

の
辺
に
兵
庫
中
荘
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次

に
兵
庫
下
荘
の
位
置

で
あ
る
が
、
下
荘
は
室
町
時
代
に
は
京
都
の
若
王
子
社
の
所
領
と
な

っ
て
い
た
。
将
軍
足
利
義
満
が
応
永
七
年
五
月

二
十

二
日
若
王
子
社
に
与

え
た
安
堵
状
に
は

若
王
子
領
摂
津
兵
庫
下
庄
堺
基

黙

翻

峰

摂
津
国
輪
田
荘
の

一
考
察
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摂
津
国
輪
田
荘
の

一
考
察29

と
、
そ
の
境
界
が
示
さ
れ
て
い
る

兵
庫
下
荘

の
上
の
堺
で
あ
る
神
撫
山
は
、
長
田
神
社
か
ら
北

々
西
約

一
・
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
あ
る
鷹
取
山
の
こ
と
で
あ
り
、

下
の
堺
乳
子
谷
は
、

天
神
山

の
背
後
に
あ
る
い
ま
の
市
後
谷
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
下
荘

の
荘
域
が

神
撫
山
か
ら
さ
ら
に
北
に
延
び

て
車
村

・
白
川
村
ま
で

及
ん
で
い

(
補

1
)

た
こ
と
は
、

正
和
四
年
十

二
月
の

白
河

・
車

の
田
畠
目
録
に

「
兵
庫
下
御
庄
内
白
河
車
」

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
。
従

っ
て
下
荘
は
中
荘
よ
り
も
北
に
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

正
応

二
年
七
月
、
兵
庫
中
荘

の
山
野
開
発
田
畠
と
荒
野

一
所
が
妙
法
寺
毘
沙
門
大
尊
に
寄
進
さ
れ
て
、
燈
油
料
に
あ
て
ら
れ
、
こ
の

一
所

の
地
の

囲

西

の
境
が

「
下
荘
堺
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
下
荘

の
東
に
中
荘
が
あ

っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
南
の
堺
は

「
神
撫
後
」
と
あ
る
の
で
、
中
荘

の

一

部
が
下
荘

に
喰
い
こ
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
兵
庫
下
荘

の
南
に
中
荘
が
あ

っ
た
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
兵
庫
荘
は
妙
法
寺
川
と
苅
藻
川
に
挟
ま

れ
た
地
域
を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
中
荘
が
下
荘

の
南
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
常
識
的
に
は
北
か
ら
南

へ
下
荘

・
中
荘

・
上
荘
と
な
ら
ん
で
い
た
と
す
る
の
が
自
然

で
あ
り
、
上
荘
は
苅
藻
川
の
西
の
駒
ケ
林

.
野

田
な
ど
を
含
ん
だ
沿
岸
地
帯
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
享
禄

二
年
の
駒
林
図
師
職

の
宛
行
状
に

「
兵
庫
上
庄
駒
林
」
と
あ
る

(
補

2

)

こ
と
は
、

こ
の
推
定
を
裏
書
き
す
る
も

の
と

い
え
る
。
問
題
は
さ
き
の
条
里
断
簡
図

の
七
条
奥
山
中
谷
上
車
里
に

「
兵
庫
上
荘
」
と
し
て
三
町
の
田
畠
が
記
さ
れ

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
上
荘

の
飛
地
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
少
し
離
れ
過
ぎ
た
感
じ
が
す
る
。
上
荘
は
あ
る
い
は
下
荘
の
書
き
誤
り

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
待
ち
た
い
。

兵
庫
荘
の
位
置
に
つ
い
て
は
こ
の
く
ら

い
に
し

て
、
次
に
福
原
荘

の
位
置

に
つ
い
て
述

べ
て
お
こ
う
。
喜
田
貞
吉
氏
は

『
神
戸
市
史
』
別
録

一
で
、
平
氏
時
代

の
福
原

と
よ
ば
れ
る
地
域
を
考
証
し
、
そ
れ
は
湊
川
以
東
で
、
湊
川
以
西
に
及
ぶ
こ
と
は
な
く
、
奥
平
野

・
荒
田

・
宇
治
野
山
あ
た
り
を
指
し
た
と
結
論
さ
れ
た
。
な
お
当
時
の

湊

川
は
川
崎
方
面
に
流
れ
下
る
旧
湊
川
の
流
路
よ
り
も
西
を
流
れ
、
石
井
か
ら
ま

っ
す
ぐ
南
流
し

て
海
に
注
い
で
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
湊
川
が
川
崎
方
面
に

流
路
を
変
更
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

い
ま
か
ら
四
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
す
な
わ
ち
室
町
時
代

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
福
原
荘
は
恐
ら
く
こ
の
地
域
に

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
の
史
料
で
あ
る

『
元
禄
書
上
帳
』
に
は
宇
治
野
村

・
中
宮
村

・
花
熊
村

・
ニ
ツ
茶
屋
村

・
神
戸
村

・
生
田
村

・
北
野
村
を
福
原
荘
と

し

て
い
る
。
従

っ
て
福
原
荘
は
東
は
旧
生
田
川
筋
か
ら
西
は
湊
川
に
至
る
地
域
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
輪
田
荘
の
条
里
と
の
重
複
を
避
け
る
と
す
れ
ば
、

三
条

一
里
、

四
条

一
里

.
二
里
、
五
条

一
里

.
二
里
、
六
条

一
里

.
二
里
、
七
条

一
里

・
二
里
、
八
条

一
里

・
二
里

二
二
里
あ
た
り

に
広
が

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
に
よ

っ
て
八
部
郡
に
お
け
る
輪
田
荘

・
福
原
荘

・
兵
庫
荘

の
配
置
が
ほ
ぼ
把
握
で
き
る
か
と
思
う
。
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九
条
家

領
と
な

っ
た
輪
田
荘
は
も
と
も
と
半
不
輪

の
荘
園
で
、
国
衙

に
対
し
て
は
公
事
雑
役
だ
け
が
免
除
さ
れ
、
正
税
官
物
を
納
付
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
た
。

と
こ

ろ
が
建
仁

元
年
に
な

っ
て

一
円
不
輪

の
宣
旨
お
よ
び
院
宣
が
下
さ
れ
て
、
正
税
官
物
も
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

国
衙
の
支
配
か
ら

完
全
に

独
立
し
た

所
領
と
な

っ

⑳
た
Q九

条
家

で
は
輪
田
荘
か
ら
の
増
収

に
大
い
に
期
待
し
、
さ

っ
そ
く
使
者
と
し
て
政
章
を
輪
田
荘
に
派
遣
し
て
田
地
の
検
注
を
行
わ

せ
る
と
と
も
に
、
農
民
か
ら
徴
収
す

る
年
貢
を
段
別
四
斗
と
す
る
こ
と
を
伝
え
さ
せ
た
。
帰
洛
し
た
使
者
政
章
は
、
現
地
の
状
態
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
報
告
し
て
い
る
。
輪
田
荘
は
応
保
以
前
に
付
近
の
七

力
荘
に
よ

っ
て
八
十
余
町
も
押
領
さ
れ
、
さ
ら
に
安
芸
前
司
能
盛
が
平
清
盛
の
命
で
八
部
郡

の
七
力
荘
を
検
注
し

て
以
後
、
小
平
野
荘

・
井
門
荘

・
武
庫
荘

(兵
庫
荘

の

誤
り

で
あ
ろ
う
か
)
・
福
原
荘
に
よ

っ
て
三
十

一
町
が
押
領
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
荘
内

に
は
小
平
野
荘
の
加
納
田
二
町
九
段
三
百
歩
、
兵
庫
荘
の
加
納
田
畠

二
十

一
町
二

段
が
あ
り
、
前
者
に
あ

っ
て
は
所
当
を
国
衙

へ
、
加
地
子
を
小
平
野
荘
に
納
め
、
公
事
だ
け
が
輪
田
荘
に
納
め
ら
れ
、
後
者
に
あ

っ
て
は
、
所
当

.
公
事
と
も
に
兵
庫
荘

に
納
め
、
加
地
子
だ
け
が
輪
田
荘
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
段
別
四
斗
の
年
貢
に

つ
い
て
は
、
政
章
は
荘
官

の
反
対

に
あ

っ
て
決
定
で
き
ず
に
引
揚
げ
て
き
た
と

い

う
の
で
あ

る
。
加
納
田
と

い
う
の
は
、
小
平
野
荘
や
兵
庫
荘
の
農
民
が
輪
田
荘
に
出
作
し
て
い
た
耕
地
を
小
平
野
荘
や
兵
庫
荘
の
付
属
地
と
し
て
取
り
こ
ん
だ
も

の
で
、

他
荘
を
侵
略
す
る
場
合

に
使
わ
れ
る
常
套
手
段

で
あ

っ
た
。

こ
の
報
告
を
受
取

っ
た
九
条
家
で
は
事
態

の
深
刻
さ
に
驚
き
、
在
地
の
管
理
者
で
あ
る
下
司
兼
公
文
の
源
能
信
お
よ
び
田
所
の
源
種
保
に
事
情
を
問

い
合
わ
せ
る
こ
と

に
し
た
。

そ
の
結
果
建
仁

二
年
二
月
能
信

・
種
保
連
署
の
報
告
書
が
届

い
た
。
少
し
繁
雑
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
輪
田
荘

の
実
情
を
知
る
た
め
に
、
報
告
書
の
内
容
を
記

⑳

し
て
お
こ
う
。

ω

輪

田
荘
内

の
押
領
地
に

つ
い
て
御
不
審
を
持
た
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
応
保
年
間
以
前

の
押
領
地
八
十
余
町
に
つ
い
て
は
か
な
り
古

い
こ
と
な
の
で
、
瓜
,
の

沙
汰

人
は

そ
の
事
情
を
知
ら
な
い
。
応
保
二
年

に
能
盛
が

一
郡
を
検
注
し
て
以
後
平
家
が

一
郡
を
知
行
し
て
い
た
が
、
平
家
滅
亡
の
後
は
件

の
七
ヵ
荘
は
そ
れ
ぞ
れ
本
所

に
返
付
さ
れ
た
。
輪
田
荘
以
外
の
六

力
荘
で
は
毎
年
検
注
を
行

い
、
輪
田
荘
の
散
在
田
畠
で
入
り
交

っ
て
い
る
も

の
を
押
領
し
て
い

っ
た
。

こ
の
こ
と
を
度
々
九
条
家
に

訴
え
た
が
、
九
条
家
か
ら
は
な
ん
の
沙
汰
も
な
く
、
ま
た
検
注
も
行
わ
れ
な
い
の
で
押
領
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
、
年
月
が
経

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
宣
旨
な
ら
び
に
本

摂
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文
書
や
能
盛

の
作
製
し
た
図
帳
に
も
と
つ

い
て
付
近
の
荘
園
の
よ
う
に
糺
明
の
沙
汰
を
す
べ
き
で
あ
る
。
今
度
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
処
置
を
構
じ
な
け
れ
ば
、
今
後
は
輪

田
荘
は
段
歩
も
残
ら
な

い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
暗
に
九
条
家

の
管
理
の
杜
撰
さ
に
責
任

の
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

九
条
家
か
ら
は
重
ね

て
譜
代
の
荘
官

の
身
と
し
て
応
保
以
前
の
子
細
を
知
ら
な
い
と

い
う
の
は
納
得
が
い
か
な
い
と
し
、
所
帯
の
文
書
も
定
め
て
見

て
い
る
だ
ろ
う
と

能
信
ら
に
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
能
信
ら
は
譜
代
の
荘
官

で
は
あ
る
が
、
文
書
は
源
平
合
戦

の
と
き
に
す

っ
か
り
紛
失
し
、

一
郡
の
文
書
は

一
紙
も
残

っ
て
い
な
い
と
答

え
て
い
る
。

②

小
平
野
荘
加
納
田
に
つ
い
て
九
条
家
と
し
て
は
、
本
来
輪
田
荘
の
土
地
で
あ
る
か
ら
輪
田
荘
の
農
民
と
同
じ
よ
う
に
公
事
と
加
地
子
を
九
条
家
に
納
め
る
べ
き
で

あ
る
の
に
、
加
地
子
を
小
平
野
荘
に
納
め
て
い
る
の
は
不
都
合
だ
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
能
信
ら
は
輪
田
荘
と
し
て
特
別
の
処
置
も
と
ら
な
か

っ
た
の
で
、
小
平
野

荘
に
押
領
さ
れ
た
ま
ま
年
月
が
経
ち
、

い
ま
だ
に
改
ま
る
に
至

っ
て
い
な
い
の
だ
と
答
え
て
い
る
。

㈹

兵
庫
荘
の
加
納
田
畠
に
お
い
て
所
当
が
国
衙
で
な
く
、
兵
庫
荘
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
前
に
国
司
と
兵
庫
荘
の
預
所
と
が
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
国
司
の

諒
解
で
国
衙

へ
の
所
当
が
兵
庫
荘
の
預
所
に
引
き
渡
さ
れ
た

の
が
慣
例
と
な

っ
て
、
こ
の
加
納
田
畠
の
所
当
も
兵
庫
荘
に
徴
納
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
輪
田
荘
で
は
加

地
子
だ
け
を
徴
収
し
て
い
る
の
で
、
所
当
に

つ
い
て
は
ど
こ
に
問
合
せ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
強
い
て
調

べ
て
は

っ
き
り
さ
せ
な
か

っ
た
の
だ
と
答
え
て
い
る
。

た

い
ま

つ

ω

輪
田
荘
の
う
ち
続
松
免
五
町
だ
け
は
当
初
か
ら
国
衙

へ
の
所
当
官
物
を
免
除
さ
れ
て
い
て
、
輪
田
荘
に
段
別
四
斗

の
年
貢
を
納
め
て
い
た

の
で
、
九
条
家
と
し
て
は

全
荘
が
不
輸
と
な
れ
ば
、
当
然
続
松
免

の
例

に
な
ら

っ
て
農
民
は
段
別
四
斗
の
年
貢
を
納
め
る
の
が
あ
た
り
ま
え
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
能
信
ら
の
言
い
分

は
、
年
貢

の
斗
代
は

一
荘
の
重
大
事
で
あ
る
。
続
松
免
以
外

の
田
地
に
つ
い
て
は
段
別
に
国
衙

へ
は
所
当
三
斗
、
輪
田
荘

へ
は
加
地
子

一
斗
を
納
め
て
い
る
が
、
所
当

三

斗
の
う
ち

二
斗
は
粗
悪
米
、

一
斗
は
官
米
、
す
な
わ
ち
普
通
の
年
貢
用
の
米
で
納
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
粗
悪
米
二
斗
は
良
質

の
米
で
あ
れ
ば

一
斗

一
升

で
よ
く
、

官
米

一
斗
は
破
木
、
す
な
わ
ち
榛

の
木

三
束
で
代
用
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
所
当
は
段
別
三
斗
と
い

っ
て
も
実
際
の
負
担
は
軽
く
、
瘡
せ
地
で
も
農
民
は
耕

作
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

い
ま
不
輸
に
な

っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
全
部
米
で
段
別
四
斗
を
徴
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
百
姓
は
生
活
が
苦
し
く
な
り
、

荘
園
荒
廃
の
も
と
と
も
な
る
の
で
、
お
考
え
頂
き
た
い
、
と
。
さ
ら
に
九
条
家
が
郡
内
七
力
荘
の
う
ち
、
不
輸
の
荘
園
の
年
貢
斗
代
に

つ
い
て
調
査
し
、
適
当
な
斗
代
を

申
出
る
よ
う
求
め
た
の
に
対
し
、
能
信
ら
は
次

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
兵
庫
荘
は
上
田
が
三
斗
代
、
下
田
が
二
斗
代

で
あ
り
、
福
原
荘
は
上
田
が
四
斗

一
升
、
中
田
が

三
斗
五
升
、

下
田
は

二
斗

五
升
で
、

田
の
等
級
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
て
い
る
。

輪
田
荘
は
尋
常

の
田
は
方
々
か
ら
押
領
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
、

上
田
は
三
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斗
、
中

田
は

二
斗
、
下
田
は

一
斗

五
升

と
き

め
、
付
近

の
荘
園

の
例

に
な
ら

っ
て
毎
年
検
注
使
を
下
さ
れ

、
作
毛

の
損
否

に
応
じ

て
年
貢

を
納

め
る
よ
う

に
し

て
も
ら
え

ば
有
難

い
、
と
。

以
上
が
下
司
兼
公
文
能
信
ら

の
答

弁
書

で
あ
る
が
、
能

信
ら
は

こ
の
答

弁
書

の
最
後

に
福
原
荘
か
ら

の
侵

略
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る

と
福
原
荘
は
本
来

輪
田
荘

で
あ
る
浜
を
押

領
し

、
浜
に
往
き
来
す
る
輪
田
荘

の
荘
民
か
ら
津
料
を
取
り
、
迷
惑
し

て
い
る
。

ま
た
湊
川
か
ら
引

い
た
用
水
路

の
第

三
井
手

は
往
古

か
ら
輪
田

荘

の
も

の
で
あ

っ
た
が
、
去
年
福
原
荘

に
よ

っ
て
押
領

さ
れ
、
輪

田
荘

の
田
地

は
水

不
足

の
た

め
に
旱
害

を

こ
う

む

っ
た
。

こ
れ
も
年

来
九
条

家
か
ら
特
別

の
沙
汰
が
な

い
た

め
に
お
き
た

こ
と

で
、
本
文
書

や
宣
旨
、

能
盛

の
図
帳

な
ど
に
も

と
つ

い
て
あ
ち

こ
ち

か
ら
の
濫
妨

を
停

止
し
、

糺
明
の
沙
汰

を
し
て
ほ
し
い
と
結

ん
で
い
る
。
現

地
荘
官

の
力
だ
け
で
は
他
か
ら

の
侵
略
を
防
ぎ
切
れ
な

い

こ
と
を
訴
え
て

い
る
。

こ
の
結
末
が
ど
う
な

っ
た
か
は
、
そ
れ

を
語

る
史
料
が

な

い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
福
原
荘
が
輪
田
荘

の
浜
を
押
領
し
た
と

い
う

こ
と
は
注
意
を
ひ

く
。

川
崎
か
ら
和

田
岬
に
か
け

て
の
海
岸

は
輪

田
荘

に
属
し
、
平
清
盛
が
兵

庫
島
を
築

い
て
整
備

を
は
か

っ
た
大
輪
田
の
泊

も

こ
の
海
岸

に
あ

っ
た
。
当
時

の
大
輪
田

の
泊

の
位

置
は
明
ら

か
で
な

い
が
、
船

の
出

入
の
多

い
輪

田

の
浜
を
占
拠
し
て

港
を
利

用
す

る
人
た
ち
か

ら
津
料
を
徴
収
す
れ

ば
、

そ
の
収

益
は
少
く
な
か

っ
た
筈

で
あ

る
か
ら
、
福
原
荘
は

そ
こ
に
眼
を

つ
け
た

の
で
あ

ろ
う
。
輪

田
荘
と
し
て
も
福

原
荘

の
不
法
占
拠

に
対
し

て
当
然
抗
議
し

た
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
を
伝
え
る
史
料

は
残
念
な
が

ら
残

っ

て
い
な
い
。
し
か
し
室
町
時
代

の
史
料

に
よ
る
と
、

九
条

家
領

の
輪
田
荘

の
浜
は

一
条
家
領

の
福

原
荘

の

一
部

と
し

て

そ
の
中

に
取

り

こ
ま

れ
て
し

ま

っ
た

よ
う

で
あ

⑳

る
。
福
原
荘
の
領
家

一
条
兼
良
は
文
明
二
年
四
月
家
領
の
福
原
荘
を
春
日
社
お
よ
び
興
福
寺
に
造
営
料
と
し
て
寄
進
し
た
が
、
興
福
寺
大
乗
院
の
尋
尊

は

そ

の

日
記
に

⑳

「
為
寺
門

ハ
近
比
之
大
慶

也
、
其

故

ハ
兵
庫
関
所

ハ
当
御

領
内
也
」
と
記
し
て
、
福
原
荘

の
寄
進
を
喜
ん

で
い
る
。

兵
庫
島

に
置
か
れ
た
関
所

が
、

「
当

御
領
」
す

な
わ

ち
福

原
荘
の
な
か

に
あ
る
か

ら
だ

と

い
う

の
で
あ
る
。

こ

の
こ
ろ
兵
庫
関
は
南
北
両
関
が
あ
り
、
南
関
は

興
福
寺

が
、
北
関
は
東
大
寺
が
領
有

し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、

福

原
荘
を
寄

進
さ
れ
、

そ
の
管
理
を

ま
か
さ
れ
た
興
福
寺

は
、
東
大
寺

よ
り
も
優

位
に
立

つ
こ
と
が

で
き

た
で
あ

ろ
う
。

ま
た
兼
良
の
子

一
条

冬
良

が
福

原
荘

を
直
務
す

る
た

あ
、
文
明
十

五
年
十

二
月
福
原
荘

に
下
向
し

た
と
き

、

「
嶋

之
百
姓
共
」

「
陸
之
百
姓
共
」
が
福
原

荘

の
直
務

を
喜

ん
で
冬
良

の
も

と

へ
お
礼

に
き
た

こ
と
が
尋
尊

㎝

の
日
記

に
見
え
る
。

「
嶋
之
百
姓
共
」
と

は
い
う

ま
で
も

な
く
兵

庫
島

の
百
姓

で
あ
り
、
室
町
時
代
兵
庫

の
津
が
福
原
荘

に
属
し

て
い
た

こ
と

は
間
違

い
な

い

と

い

え

る
Q
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四

囲

輪
田
荘
は
鎌
倉
時
代

の
後
期
に
は
東
方
と
西
方
に
分
れ
て
管
理
さ
れ
、
永
仁

の
こ
ろ
東
方
の
預
所
は
京
極
局
、
西
方

の
預
所
は
藤
原
良
兼
の
妻
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
ろ

輪
田
荘
で
は
預
所
の
こ
と
を
領
家
、
九
条
家

の
こ
と
を
本
所
と
よ
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
で
西
方

で
は
年
貢
の
納
入
を
め
ぐ

っ
て
領
家
と
地
頭
の
問
で
紛
争
が
お
こ
り
、
双

方
が
六
波
羅
探
題
に
訴
え
た
。
そ
の
結
果
地
頭
請
所
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
永
仁
六
年
正
月
に
和
解
が
成
立
し
た
。
こ
の
と
き

の
地
頭
は
佐
久
間
兵
衛
太
郎
長
盛

の
娘
平

氏
女

で
、
そ
の
代
官

つ
ま
り
地
頭
代
の
橘
義
清

(実
は
平
氏
女
の
夫
)
が
提
出
し
た
和
与
状
に
よ
る
と
、
公
用
銭
七
十
貫
文
を
毎
年
二
月
中

に
京
都

に
沙
汰
す
る
と
い
う

⑳

も
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
大
損
亡
の
と
き
は
検
見
を
行
う
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
た
。
年
貢
が
米

で
な
く
銭
で
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
土
地
柄
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
地
頭
側
は
こ
の
契
約
を
忠
実
に
は
履
行
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
元

二
年

二
月
の
六
波
羅
下
知
状
案
に
よ
る
と
、
地
頭
代
義
清
は
西
方
雑
掌
か
ら
契
約
を

守
ら
ず
年
貢
銭
を
抑
留
し
て
い
る
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

六
波
羅
探
題
の

尋
問
に
対
し
、

地
頭
代
は
目
下
領
家
職

つ
ま
り

預
所
職
を
め
ぐ

っ
て
争

い
が
お
き
て
い
る
の

で
、
領
家
が
き
ま
り
し
だ

い
年
貢
を
納
入
す
る
と
返
答
し
、
年
貢
抑
留
の
責
任
を
領
主
側
に
転
嫁
し

て
い
る
。

そ
の
う
ち
西
方
雑
掌
が
東
方
領
家
京
極
局
の
去
状
を
得

て

⑬ω

子
細
を
申
出
た

の
で
、
六
波
羅
は
地
頭
代

に
さ

っ
そ
く
年
貢
銭
を
西
方
雑
掌
に
引
き
渡
す
よ
う
命
じ

て
い
る
。

し
か
し
地
頭
代
は

一
向
に
納
め
な
か

っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
も
西
方
雑
掌

の
訴
え
が
続
き
、
六
波
羅
探
題
か
ら
徳
治
元
年
⊥ハ
月
地
頭
代
義
清

に
訊
問
す
る
と
、

こ
ん
ど

は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
輪
田
荘
の
年
貢
銭
は
熊
野
山
先
達

の
実
証
お
よ
び
日
吉
十
禅
師
彼
岸
結
衆
ら
が
請
取
る
権
利
が
あ
る
と
言

っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
西
方

雑
掌
に
渡
し
て
よ
い
か
ど
う
か
お
決
め
願
い
た
い
、
と
。
六
波
羅
探
題
で
は
義
清
が
熊
野
山
先
達
や
彼
岸
結
衆
ら
の
こ
と
を
口
実
に
し
て
年
貢
銭
を
抑
留
す
る
の
は
け
し

か
ら
ん
と
し
て
、
徳
治
二
年

三
月
再
度
年
貢
銭
七
十
貫
文
を
西
方
雑
掌

に
納
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
臼

こ
う
し
た
経
緯
が
あ

っ
て
や

っ
と
正
和

二
年
八
月
に
、
輪
田
荘
西
方
の
応
長
元
年
お
よ
び
正
和
元
年
両
年
分
の
年
貢
銭
が
納
入
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
の
年
貢
算
用
状
に

ゆ

よ
る
と
、
両
年
分
と
し
て
地
頭
か
ら
納
入
さ
れ
た
の
は
七
十
五
貫
文
に
す
ぎ
な
か

っ
ね
。
そ
の
明
細
を
み
る
と
、
応
長
元
年
分
、
正
和
元
年
分
と
も
に
七
貫
五
百
文
が
、

「
号
福
原
庄
新
押
領
分
、
地
頭
不
弁
之
」
と
あ

っ
て
、
契
約
額
七
十
貫
か
ら
差
引
か
れ
て
い
る
。
福
原
荘
の
侵
略
が
依
然
と
し
て
続

い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の

う
え
さ
ら
に
五
十
貫
が

「
地
頭
申
請
損
亡
分
」
と
し
て
控
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
年
貢
算
用
状
を
仔
細
に
み
る
と
、
納
入
さ
れ
た
七
十
五
貫
文
の
う
ち
か

ら
、
度

々
六
波
羅
に
訴
え
て
六
波
羅
の
下
知
状
を
も
ら

っ
た
と
き

の
奉
行
人

へ
の
謝
礼
と
し
て
四
十
五
貫
を
支
出
し
、
本
所

つ
ま
り
九
条
家
に
実
際
に
入

っ
た
年
貢
銭
は
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二
年
分
で
僅
か
三
十
貫
文

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
荘
園
の
地
頭
請
所
が
領
主
側
の
期
待
に
反
し
て
余
り
あ
て
に
な
ら
な
い
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

地
頭
代
の
義
清
は
妻
の
死
後
地
頭
と
な
り
、
薬
師
寺
次
郎
左
衛
門
尉
義
清
と
名
乗

っ
て
い
る
が
、
義
清
は
輪

田
荘

の
田
所
七
郎
左
衛
門
尉
重
清

の
子
師
重
の
所
有
す
る

田
所
名

の
な
か
に
地
頭
給
を
設
定
し
た
り
、
ま
た
田
所
名
か
ら
の
加
徴
米
徴
収
を
め
ぐ

っ
て
師
重
と
争

い
を
起
し
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
は
両
者
の
争
い
を
裁
定
し
、
嘉
元

二
年
十
月
、
地
頭
給
田
は
地
頭
の
自
名

の
な
か

で
設
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
田
所
名
は
地
頭
の
加
徴
米
を
負
担
す

べ
き
建
前

か
ら
、
も
し
師
貢
が
加
徴
米
を
納
め

岡

た
返
抄
を
持

っ
て
い
な
い
な
ら
、
当
然
支
払
う

べ
き
で
あ
る
と
下
知
し

て
い
る
。

鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し

て
建
武
政
府
が
で
き
る
と
、
輪
田
荘
の
地
頭
に
は
赤
松
範
資
が
な

っ
た
。
範
資
は
倒
幕
軍
に
加

っ
て
大
き
な
功
績
の
あ

っ
た
赤
松
則
村

(円
心
)

囎

の
子
で
あ
り
、
鎌
倉
末
期
の
嘉
暦
の
こ
ろ
す

で
に
摂
津
尼
崎
の
長
洲
御
厨
の
沙
汰
人
と
し
て
名
を

つ
ら
ね
、
摂
津

・
播
磨

の
海
ヒ
交
通
に
関
与
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
範
資
は
か
ね
て
か
ら
交
通
の
要
地
で
あ
る
輪
田
荘
に
食
指
を
動
か
し

て
い
た
。

.兀
弘
一.一年
七
月
、
範
資
の
輪
田
荘
に
対
す
る
濫
妨
を
停
止
す
る
旨
の
後
醍
醐
天

岡

皇

の
論
旨
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も

の
と

い
え
る
。
そ
し
て
建
武
元
年

二
月
に
は
輪
田
荘
西
方
の
地
頭
職
を
獲
得
し
、
前
地
頭
の
例

に
な

ら

っ
て
地
頭
請
所

の
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
契
約

に
よ
る
と
年
貢
は
毎
年
九
十
貫
文
と
し
、

二
月

・
五
月

・
十
月
の
三
回
に
分
け
て
三
十
貫
文
つ

つ
進
納
す
る
と

い
う
も

⑳

の
で
あ

っ
た
。
さ
き

の
地
頭
薬
師
寺
次
郎
左
衛
門
尉
義
清

の
と
き

に
較

べ
て
二
十
貫
文
ヒ
乗
せ
し
て
い
る
の
は
、
地
頭
職
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
便
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
建
武
元
年
四
月
、
輪
田
荘

の
雑
掌
は
範
資
が
本
所
の
進
止
に
属
す
る
田
所
職
の
田
地
な
ら
び
に
さ
き
の
預
所
了
儀
の
給
田
を
押

領
し
て
、
年
貢
以
下
の
得
分
を
抑
留

劔

し
て
い
る
と
訴
え
、
範
資
を
追
放
し
て
そ
の
身
を
重
科
に
処
し
て
ほ
し

い
と
要
求
し

て
い
る
。

雑
掌

の
訴

に
対
し
、
範
資
は
地
頭
請
所
の
契
約
は
、
田
所
職
を
含
め
て
西
方

の
所
務
職
全
般
に
つ
い
て
行

っ
た
も

の
で
あ
り
、
西
方
は
地
頭
の

一
円
進
止
に
属
す
べ
き

闘

も

の
で
あ
る
と
抗
弁
し
、
雑
掌

の
訴
え
を
濫
訴
と
し
て
却
け
ら
れ
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
範
資
は
そ
の
後
建
武
四
年
八
月
に
摂
津
国
の
守
護
に
就
任
し

て
い
る
ほ
ど
の

実
力
者
な
の
で
、

九
条
家
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
通
ら
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。
範
資

の
あ
と
そ
の
子
阿
波
入
道
が
輪
田
荘
の
代
官
と
な

っ
た
が
、
年
貢
怠
納
が
続
く
の
で
、

九
条
家
で
は
代
官
を
更
迭
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
阿
波
入
道
は
輪
田
荘
を

一
円
地
頭
の
知
行
地
だ
と
主
張
し
、
そ
の
真
偽
を
湯
誓
文
に
よ

っ
て
決
す
る
こ
と
を
提
唱

㈹

し
た
。
九
条
家
で
は

一
及
湯
誓
文
之
条
、
先
代
未
聞
之
次
第
、
御
政
道
之
鍛
理
不
可
過
之
者
歎
」
と
歎
い
て
い
る
、

ね
ば
り
強
く
地
頭
請
所

の
廃
止
を
求
め
る
九
条
家

の

訴
え
に
対
し
、
幕
府
も
遂
に
応
永
五
年
六
月
、
将
軍
義
持
の
御
教
書
を
下
し
、
輪
田
荘
の
地
頭
請
所
を
停
止
し
、
下
地
を
雑
掌
に
引
渡
す
こ
と
を
摂
津
国

の
守
護
細
川
満

元
に
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
当
時

こ
の
よ
う
な
通
達
が
な
ん
ら
実
効
を
伴
わ
な
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

摂
津
国
輪
田
荘
の

一
考
察
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摂
津
国
輪
田
荘
の
一
考
察

輪
田
荘
西
方
は
引
き
続
き
赤
松
氏
の
地
頭
請
所
と
な

っ
て
い
た
が
、
文
安
元
年

二
月
赤
松
氏
に
代

っ
て
摂
津
国
の
守
護
代
で
あ
る
長
塩
備
前
入
道
宗
永
が
代
官
職
を
引

受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
宗
永
の
提
出
し
た
請
文
に
よ
る
と
、
輪
田
荘
西
方
代
官
と
し
て
干
水
損
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
貢
百
貫
文
を
、

二
月

・
五
月

・
七
月

・
十
月
の
四

回
に
分
け
て
進
納
し
、
そ
の
ほ
か
に
新
宮
御
供
と
し
て
七
百
文
を
納
め
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
㌔

と
こ
ろ
が
・
こ
こ
に
面
倒
な
問
題
が
持
ち
上

っ
て
き
た
・
幕
府
が
輪

田
荘
西
方
を
御
料
所
、
す
な
わ
ち
幕
府

の
直
轄
領
と
し
て
接
収
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
九
条
家
の
言
分
に
よ
る
と
、
西
方
代
官

で
あ

っ
た
赤
松
廷
尉
が
兵
庫
の
地

頭
を
も
兼
ね
て
い
た
た
め
、
幕
府
が
兵
庫
を
直
轄
領
と
し
て
召
し
あ
げ
た
際
に
・
兵
庫

の
分
に
混
同
し
三

緒
に
接
収
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
で
あ
㍉

宗
永
は
九

条
家
か
ら
の
年
貢
督
促
に
対
し
、

「
公
方
御
料
所
」
に
な

っ
た
以
上
、
自
分
と
し
て
は
年
貢
を
納
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
返
事
し
て
い
る
勉
輪
田
荘
か
ら
の
年
貢
が
入

ら
な
く
な
っ
た
九
条
家
で
は
困
惑
し
、
長
禄
四
年
+
二
尺

そ
の
返
還
を
訴
え
て

雫

今
不
知
行
令
迷
悪

錐
為
厄
弱
之
在
灰

舞

代
之
旧
領
・
況
当
時
家
門
牢
領

失
為
方
者
也
L
と
述

べ
て
い
る
黛
し
か
し
返
還
の
要
望
は
な
か
な
か
実
現
せ
ず
、
文
明
五
年
十

二
月
の
九
条
政
基
家
の
雑
掌

の
申
状
案
に
は
、
管
領
で
あ

っ
た
細
川
勝
元

に
度

々
申
人
れ
た
が
、
上
意
を
伺
う
と
言
う
だ
け
で
い
ま
だ
に
返
さ
れ
な
い
と
歎
い
て
い
る
9
さ
ら
に
年
記
を
欠
く
別
の
九
条
家
雑
掌
申
状
案
を
み
る
と
、

号
御
料
所
、
文
安
元
年
以
来
令
不
知
行
候
了
、
家
門
窮
困
堪
常
篇
上
者
、
以
恩
口
哀
、
如
本
被
返
付
者
、
可
為
御
善
政
之
専

↓
者
也
、
但
為
御
料
所
、
可
被
返
付
之
由

申
入
条
為
無
骨
者
、
以
代
之
地
被
仰
付
者
、
弥
仰
上
裁
之
直
道
、
可
為
家
門
之
安
堵

口
已
　

幽

と
あ

っ
て
、
輪
田
荘
の
返
還
が
困
難

で
あ
れ
ば
、
代
替
地
を
賜
わ
り
た
い
と
願

っ
て
い
る
。
し
か
し
文
明
六
年
二
月
斎
藤
五
郎
元
右
が
輪
田
荘
西
方
の

代
官

に

任
命

さ

　

れ
、
元
右
の
請
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
N
や

っ
と
返
還
が
か
な

っ
た
と
み
え
る
。

最
後
に
輪
田
荘
東
方
に
い
つ
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
東
方

で
は
本
所
と
地
頭
と
の
間
で
年
貢
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
嘉
暦
年
間
に
下
地
中
分
の
方

㈹

法
が
と
ら
れ
た
。
し
か
も
本
所
方
の

一
円
支
配
に
な

っ
た
地
域
に
つ
い
て
も
、
室
町
時
代
に
は
直
務

で
な
く
代
官
に
よ
る
年
貢
請
負
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば

嘉
吉

二
年
五
月
代
官
と
な

っ
た
生
嶋
左
京
亮
則
延
の
請
文
に
よ
れ
ば
、
干
水
損
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
年
貢
三
十
五
貫
文
お
よ
び
新
宮
御
供
三
百
五
十
文
を
十
月
中
に
納

入
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

な
お
九
条
家
で
は
、
代
官
任
命
に
当

っ
て
代
官
に
融
資
を
引
受
け
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
当
時
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
た
公
家
た
ち

の
し
た
た
か
な
生
き
方
が

注
意
を
ひ
く
。
嘉
吉
の
こ
ろ
東
方
の
代
官
を
望
ん
だ
神
栄
寺
元
秀
の

一
連
の
文
書
が
九
条
家
文
書
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
元
秀
が
代
官
を
希
望
し
た
と
こ

ろ
、

五
十
貫
文
を
用
立
て
れ
ば
、
前
年

の
代
官
中
尾
次
郎
左
衛
門
尉
末
俊
か
ら
の
借
金
を
返
済
し
て
地
下
を
渡
す
と
い
う
話
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
請
文
を
出
し
、

五
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十
貫
を
用
立
て
て
待
機
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
先
日
手
紙
が
あ

っ
て
、
こ
の
在
所
は
方

々
か
ら
希
望
者
が
あ
る
の
で
重
ね
て
用
立
を
し
な
け
れ
ば
、
別
人
に
代
官
を
申
付
け

る
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
元
秀
と
し

て
は
凡
そ
不
法
解
怠
が
な
け
れ
ば
代
官
職
は
召
⊥
げ

ら
れ
な
い
も
の
と
思

っ
て
い
た
。
御
用
立
し
な
け
れ
ば
代
官
職
を
召
上
げ
る

と
は
補
任
状
に
も
書
い
て
な
い
し
、
ま
た
請
文

で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
申
上
げ
て
い
な
い
。
し
か
し
御
意
に
背
き
難
く
て
重
ね
て
の
御
用
立
を
承
知
し
た
の
に
、
先
月

の
末

に
中
山
と
い
う
者
が
代
官
職
に
任
命
さ
れ
た
と
い

っ
て
今
月
二
日
に
地
下

へ
立
ち
入

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
と
、
な
ん
の
連
絡
も
な
く
別
人
を
代
官
に
任
命

し
た
九
条
家
の
背
信
行
為
に
憤
憲
を
ぶ

っ
つ
け
て
い
る
。
恐
ら
く
中
山
が
元
秀
よ
り
も
多
額

の
融
資
を
条
件
に
代
官
に
就
任
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
苦
し

い
生
活
を
な
ん
と

か
生
き
抜

い
て
い
こ
う
と
す
る
当
時

の
公
家
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る

一
勧

で
あ
る
。

輪

田
荘
に

つ
い
て
九
条
家
に
伝
わ
る
文
書
を
中
心
に
述

べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
文
明
六
年
以
後
は
そ
の
推
移
を
示
す
文
書
が
見
当
ら
な
い
。
恐
ら
く
戦
国
の
混
乱

の

な
か

で
武
士
の
押
領
に
あ
い
、
九
条
家
の
知
行
か
ら
離
れ

て
し
ま

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
九
条
植
通
は
天
正
二
年

五
月
十

一
日
、
子
の
兼
孝
に
あ
て
た
書
状
の
な
か
で
、

「
為
家
門
領
興
行
、
数
十
ケ
年
錐
励
微
力
、

一
家
之
紹
隆
時
未
到
哉
」
と
、
懸
命

の
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
所
領
の
回
復
が
思
う
に
ま
か
せ
な
い
こ
と
を
歎

い
て
い
る
臼
そ

し
て
天
正
二
年

五
月
の
植
通
の
譲
状

の
な
か
に
は
輪
田
荘
の
名
は
み
え
な

い
。
輪
田
荘
が
九
条
家
の
手
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の

「
摂
津
国
寺
社
本
所
領

井
奉

公
方
知
行
等
」
と
題
す
る
文
書
に

一

九
条
関
白
家
領
輪
田
荘

不
知
行

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
。

こ
の
文
書
は
記
年
を
欠
く
が
、
そ
の
作
成
年
代
は
文

明
四
年
か
ら
延
徳

三
年
ま
で
の
間
と
推
定
さ
れ
、
室
町
幕
府
が
摂
津
国
の
主

要
な
寺
社
本
所
領
の
実
態
を
知
る
た
め
に
書
さ
あ
げ
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
文
書
に
は

一
条
家
領
の
福
原
荘
に
つ
い
て
も

「
福
原
庄

年
貢
難
渋
云
云

次
当
庄
検
断
入
足
同
公
文
職
等
不
知
行
L

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
公
家
の
荘
園
が
戦
国
争
乱

の
な
か
で
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

注

(6)(5}(4}(3)(2)(1)

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
〇
号

九
条
家
文
書
ニ
ー
三
三
二
号

平
安
遺
文
第
十
巻
補
三

一
号

九
条
家
文
書
ニ
ー
三
三

一
号
の
2

『神
戸
市
史
』
別
録

一

天
坊
幸
彦

「
西
摂
の
条
里
」
(『歴
史
地
理
』
五
五
の
五
)

摂
津
国
輪
田
荘
の

一
考
察

(12)(11)(10)(9)(8)(7)

落
合
重
信

『条
里
制
』

落
合
重
信
前
掲
書

鎌
倉
遺
文
第
三
巻

一
四
四
八
号

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
五
号
の
2

九
条
家
文
書

一
-
五
号
の
ー

・
2

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
五
号
の
2

一47一

齢



(34)(32162}(31)(30)(29)(281(2?)⑫ ㊦(25,')(24)《23)(22}(2玉)(2①(19)(18》G7)(1④(15》(14)(13)

摂
津
国
輪
田
荘
の

一
考
察

九
条
家
文
書
ニ
ー
三
三
二
号

吾
妻
鏡
寿
永
三
年
四
月
六
日
の
条

吾
妻
鏡
建
久
三
年
十
二
月
十
四
日
の
条

九
条
家
文
書

一
ー
五
号
の
2

平
安
遺
文
第
十
巻
補
三

一
号

天
坊
幸
彦

「西
摂
の
条
里
」
(『
歴
史
地
理
』
五
五
の
五
)

落
合
重
信

『条
里
制
』

長
田
神
社
文
書

若
王
子
神
社
文
書

円
蔵
院
文
書

九
条
家
文
書
ニ
ー
三
三
二
号

九
条
家
文
書
ニ
ー
三
三
二
号

春
日
神
社
文
書
六

大
乗
院
寺
社
雑
事
記
文
明
二
年
四
月
十
六
日
の
条

大
乗
院
寺
社
雑
事
記
文
明
十
六
年
二
月
二
十
日
の
条

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
五
号
の
5

・
6

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
五
号
の
4

九
条
家
文
書
二
i
三
三
五
号
の
6

九
条
家
文
書
二
i
三
三
五
号
の
8

九
条
家
文
書
二
f
三
三
四
号

九
条
家
文
書
二
ー
三
三
四
号

九
条
家
文
書
二
ー
三
四

一
号
の
8

補

注

(2)(1)(59)(53)(52)(51)(50?"9)牲81碓7)包6)牲 ξ三》 蔭4)a3)毎21毎1)甦 ①(39)(38?〔37)(36)(35?

大
覚
寺
文
書

九
条
家
文
書

二
ー
三
四

一
号
の
2

・
3

九
条
家
文
書

二
ー
三
四
二
号

九
条
家
文
書

二
ー
三
四

一
号
の
1

九
条
家
文
書

ニ
ー
三
四
二
号

九
条
家
文
書

ニ
ー
三
四
六
号
の
ー

・
3

九
条
家
文
書

二
～
三
四
八
号

九
条
家
文
書

二
r
三
五
七
号

九
条
家
文
書

ニ
ー
三
五
八
号

・
三
六

一
号

九
条
家
文
書

ニ
ー
三
五
八
号

九
条
家
文
書

二
ー
三
五
八
号

九
条
家
文
書

二
ー
三
六

一
号

九
条
家
文
書

二
i
三
六
八
号

九
条
家
文
書

ニ
ー
三
六
二
号

九
条
家
文
書

二
ー
三
四

一
号
の
9

九
条
家
文
書

二
ー
三
五
四
号

九
条
家
文
書

二
ー
三
五
二
号

・
三
五
三
号

・
三
六
六
号

九
条
家
文
書

一
t
三
五
号
の
4

九
条
家
文
書

一
ー
三
六
号

内
閣
文
庫
古
文
書

藤
田
幸
男
氏
所
蔵
文
書

岩
井
鶴
雄
氏
所
蔵
文
書

軒


