
松
前
藩

松
前
・
蠣
崎
一
族
と
そ
の
系
譜

窪
田

剛

１
．
は
じ
め
に

松
前
氏
は
清
和
源
氏
義
光
流
の
武
田
氏
の
支
流
若
狭
武
田
氏
の
末
流
と

一
般
的
に
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
前
家
に
伝
わ
る
伝
承
（
『
新
羅
之
記

録
』
）
で
は
、
家
祖
・
武
田
信
廣
は
若
狭
武
田
氏
の
出
身
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
疑
問
が
多
く
、
も
と
も
と
は
南
部
氏
の
一
族
だ
っ
た
が
、

宗
家
に
背
い
て
北
渡
し
た
の
で
、
真
実
を
偽
り
若
狭
武
田
氏
の
嫡
流
で
あ

る
と
称
し
た
と
い
う
説
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
は
若
狭
の
商
人
だ
っ
た
と

い
う
説
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
蠣
崎
季
繁
の
養
子
と
な
っ
て
蠣
崎
氏
を
継
ぎ
、
以
後
次
第
に

周
辺
の
館
主
を
支
配
下
に
置
い
て
蝦
夷
地
に
お
け
る
実
権
を
握
っ
て
い

き
、
五
代
慶
廣
の
代
に
は
豊
臣
・
徳
川
政
権
に
よ
っ
て
「
蝦
夷
島
主
」
と

し
て
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
す
。

こ
の
蠣
崎
氏
の
一
族
を
調
べ
て
い
く
と
い
ろ
い
ろ
な
著
名
な
一
族
と
の

つ
な
が
り
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
松
前
・

蠣
崎
一
族
の
系
譜
を
以
下
ご
紹
介
し
ま
す
。

２
．
松
前
宗
家(

松
前
藩
藩
主
・
松
前
子
爵
家)

～
資
料
①
参
照
～

松
前
氏
は
清
和
源
氏
義
光
流
の
武
田
氏
の
支
流
若
狭
武
田
氏
の
末
流
と

一
般
的
に
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
前
家
に
伝
わ
る
伝
承
（
『
新
羅
之
記

録
』
）
で
は
、
家
祖
・
武
田
信
廣
は
若
狭
守
護
の
武
田
信
賢
の
長
男
で
す

が
、
父
信
賢
の
あ
と
を
叔
父
国
信
が
家
督
を
継
ぎ
、
信
廣
は
国
信
の
養
子

と
な
り
、
国
信
の
あ
と
を
継
ぐ
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
、
国
信
に
実
子
信

親
が
生
ま
れ
、
ま
た
信
廣
が
生
来
豪
勇
で
粗
暴
な
行
い
が
あ
っ
た
の
で
国

信
に
疎
ま
れ
た
の
で
、
信
廣
は
若
狭
を
出
奔
し
、
新
天
地
を
求
め
て
北
上

し
、
蝦
夷
地
へ
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
れ

は
疑
問
が
多
く
、
も
と
も
と
は
南
部
氏
の
一
族
だ
っ
た
が
、
宗
家
に
背
い

て
北
渡
し
た
の
で
、
真
実
を
偽
り
若
狭
武
田
氏
の
嫡
流
で
あ
る
と
称
し
た

と
い
う
説
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
は
若
狭
の
商
人
だ
っ
た
と
い
う
説
な
ど

も
あ
り
ま
す
。

と
は
い
う
も
の
の
公
式
に
は
若
狭
武
田
氏
の
末
裔
と
称
し
て
い
ま
す
の

で
、
松
前
・
蠣
崎
一
族
の
家
紋
は
武
田
家
の
家
紋
武
田
菱
に
丸
を
付
け
た

「
丸
に
武
田
菱
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
期
の
蝦
夷
地
は
、
奥
州
の
俘
囚
の
長
・
安
倍
氏
の
子
孫
と
称
す
る

安
東
氏
が
蝦
夷
管
領
に
命
ぜ
ら
れ
、
津
軽
の
十
三
湊
を
本
拠
と
し
て
勢
力

を
振
る
っ
て
い
ま
し
た
が
、
室
町
期
に
は
糠
部
を
本
拠
と
す
る
南
部
氏
の

攻
撃
で
本
拠
十
三
湊
を
失
い
、
蝦
夷
ヶ
島
に
逃
れ
る
羽
目
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

そ
の
後
安
東
氏
は
秋
田
方
面
に
移
り
ま
す
が
、
蝦
夷
ヶ
島
は
下
国
守
護

・
下
国
家
政
、
松
前
守
護
・
下
国
定
季
、
上
ノ
国
守
護
・
蠣
崎
季
繁
の
三

名
に
託
し
ま
す
。
し
か
し
、
ア
イ
ヌ
の
首
長
・
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
に
よ
る
蜂



起
が
信
廣
の
活
躍
で
終
息
す
る
と
、
信
廣
は
蠣
崎
季
繁
の
養
子
と
な
っ
て

蠣
崎
氏
を
継
ぎ
、
上
ノ
国
の
勝
山
館
を
本
拠
と
し
て
、
次
第
に
周
辺
の
館

主
を
支
配
下
に
置
い
て
蝦
夷
地
に
お
け
る
実
権
を
握
っ
て
い
き
ま
す
。

二
世
光
廣
は
上
ノ
国
か
ら
松
前
の
大
館
へ
と
本
拠
を
移
し
名
実
共
に
蝦

夷
地
の
和
人
勢
力
を
代
表
す
る
存
在
と
な
り
、
五
世
慶
廣
の
代
に
は
豊
臣

・
徳
川
政
権
に
よ
っ
て
「
蝦
夷
島
主
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、
蠣
崎
か
ら
松

前
と
姓
を
改
め
、
松
前
藩
が
成
立
し
ま
す
。
し
か
し
、
蝦
夷
地
で
は
米
の

収
穫
が
な
か
っ
た
た
め
松
前
藩
は
石
高
を
有
せ
ず
、
藩
の
財
政
は
ア
イ
ヌ

と
の
交
易
、
そ
し
て
商
人
か
ら
の
運
上
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
藩
財
政
は
次
第
に
窮
迫
し
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
搾
取
は
苛
酷
な
も

の
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
和
人
の
横
暴
と
ア
イ
ヌ
同
士
の
内
訌
が
絡
ま
り
、
寛
文
九
年

(

一
六
六
九)

、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
を
首
領
と
し
た
大
蜂
起
が
起
き
ま
し
た
。

結
局
、
こ
の
戦
い
は
幕
府
の
後
ろ
盾
を
得
た
松
前
藩
の
勝
利
に
終
わ
り
、

以
後
さ
ら
に
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
支
配
体
制
は
強
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

一
方
、
松
前
氏
は
元
禄
の
頃
に
は
交
代
寄
合
と
な
り
大
名
に
準
ず
る
待

遇
を
得
て
い
ま
し
た
が
、
享
保
四
年(

一
七
一
九)

に
は
一
万
石
格
と
な
り

大
名
同
様
の
処
遇
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
藩
の
実
権
を

握
る
蠣
崎
一
門
内
で
の
権
力
闘
争
が
激
化
し
、
家
老
の
変
死
事
件
や
門
昌

庵
事
件
な
ど
が
起
こ
り
、
藩
政
の
矛
盾
は
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
、
藩
政
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

だ
の
が
十
一
世
邦
廣
で
し
た
。
彼
は
旗
本
で
江
戸
の
同
族
・
松
前
本
廣
の

第
六
子
で
、
彼
が
藩
主
に
な
る
際
に
は
譜
代
家
臣
の
中
に
か
な
り
の
抵
抗

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
倹
約
令
や
水
田
開
発
、
税
制
の
改
革
な
ど
に
取

り
組
み
、
財
政
は
余
裕
を
生
じ
る
ほ
ど
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

十
三
世
道
廣
の
代
に
は
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
よ
り
千
島
・
樺
太
で
緊
張

状
態
が
続
き
ま
し
た
が
、
松
前
藩
は
無
策
で
、
文
化
四
年(

一
八
〇
七)

十

四
世
章
廣
は
全
島
の
上
知
を
命
ぜ
ら
れ
、
松
前
氏
は
陸
奥
梁
川
九
千
石
へ

移
封
と
な
り
、
蝦
夷
地
に
は
松
前
奉
行
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
十
四
年
後
の
文
政
四
年(

一
八
二
一)

に
は
復
帰
運
動
が
功
を
奏

し
、
蝦
夷
地
へ
の
帰
封
を
許
さ
れ
ま
す
、
そ
し
て
十
七
世
崇
廣
の
時
、
北

辺
に
備
え
る
た
め
改
め
て
築
城
す
る
こ
と
を
幕
府
に
命
じ
ら
れ
、
我
が
国

最
後
の
旧
式
城
郭
と
し
て
の
松
前
城(

福
山
城)

が
完
成
し
ま
し
た
。

安
政
二
年(

一
八
五
五)

、
日
米
和
親
条
約
の
締
結
で
箱
館
が
開
港
す
る

と
、
松
前
地
方
を
除
く
蝦
夷
地
は
幕
府
の
直
轄
地
と
な
り
松
前
氏
に
は
代

替
地
と
し
て
陸
奥
梁
川
・
出
羽
東
根
三
万
石
が
与
え
ら
れ
、
三
万
石
格
へ

と
昇
格
し
ま
し
た
。
一
方
、
崇
廣
は
老
中
格
に
列
し
、
弱
小
外
様
大
名
と

し
て
は
異
例
の
幕
閣
に
列
し
ま
し
た
が
、
兵
庫
開
港
問
題
で
失
脚
し
、
失

意
の
う
ち
に
病
没
、
十
八
世
徳
廣
が
藩
主
と
な
り
ま
し
た
が
、
維
新
の
混

乱
期
に
勤
王
派
の
正
義
隊
が
ク
ー
デ
ー
タ
ー
を
起
こ
し
急
激
な
改
革
を
断

行
、
厚
沢
部
村
館
に
新
城
を
築
き
ま
し
た
。
し
か
し
榎
本
武
揚
等
の
旧
幕

府
軍
が
蝦
夷
地
に
上
陸
す
る
と
福
山
城
・
館
城
は
陥
落
し
、
徳
廣
は
弘
前

に
逃
れ
そ
の
地
で
病
没
し
た
。

戊
辰
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
松
前
藩
は
館
藩
と
改
称
し
徳
廣
の
子
修
廣

を
藩
知
事
と
し
ま
し
た
が
、
明
治
四
年(

一
八
七
一)

廃
藩
置
県
に
よ
っ
て

松
前
藩
は
消
滅
し
、
修
廣
は
華
族
に
列
し
、
後
に
子
爵
と
な
り
ま
し
た
。



３
．
崇
行
院
松
前
家
～
資
料
⑤
参
照
～

松
前
家
第
十
七
世
崇
廣
が
失
脚
、
病
没
し
た
あ
と
は
養
子
で
前
藩
主
昌

廣
の
長
子
・
徳
廣
が
藩
主
の
座
に
着
き
ま
し
た
が
、
徳
廣
は
実
父
昌
廣
と

同
じ
く
病
弱
で
、
襲
封
後
も
体
調
が
す
ぐ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
藩
老
松
前

勘
解
由
等
は
そ
れ
を
憂
え
、
崇
廣
の
第
二
子
で
あ
る
敦
千
代
隆
廣
の
擁
立

を
画
策
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
結
局
勤
王
派
の
ク
ー
デ
ー
タ
ー
で
実
現

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
政
府
成
立
後
の
明
治
元
年(

一
八
六
八)

三
月
、

藩
主
名
代
と
し
て
参
朝
し
た
り
、
旧
幕
府
軍
に
追
わ
れ
津
軽
に
逃
れ
た
徳

廣
が
没
し
幼
少
の
修
廣
が
藩
主
の
座
に
着
く
と
そ
の
後
見
と
な
る
な
ど
、

隆
廣
は
病
弱
・
幼
少
の
藩
主
の
代
理
と
し
て
重
き
を
な
し
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
か
隆
廣
は
明
治
二
十
二
年(

一
八
八
九)

に
華
族
に

列
し
男
爵
に
叙
さ
れ
、
一
家
を
立
て
ま
し
た
。

４
．
蠣
崎
諸
家(

松
前
藩
重
臣)

～
資
料
②
参
照
～

蠣
崎
氏
は
慶
廣
の
時
に
「
松
前
」
姓
に
改
め
ま
し
た
が
、
彼
の
弟
た
ち

は
そ
の
後
も
「
蠣
崎
」
姓
を
名
乗
り
、
そ
の
子
孫
は
松
前
藩
の
重
臣
と
な

っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
松
前
藩
の
家
臣
の
最
上
席
は
「
寄
合
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
所
属
し
て
い
た
の
は
、
藩
主
一
族
で
あ
る

蠣
崎
・
松
前
一
族
を
除
く
と
、
も
と
は
松
前(

蠣
崎)

氏
の
主
筋
で
あ
る
安

東
氏(

後
の
秋
田
氏)

の
一
族
で
あ
る
下
国
氏
だ
け
で
し
た
。
こ
の
蠣
崎
家

は
、
主
な
も
の
だ
け
で
十
三
家
に
及
び
、
小
分
家
を
加
え
る
と
二
十
家
以

上
に
及
ぶ
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
一
般
的
に
近
世
初
期
に
は
、
各
藩
、
特
に
辺
境
の
大
藩
で
は

藩
主
の
一
門
が
他
の
一
般
家
臣
を
し
の
ぐ
発
言
力
を
持
っ
て
い
る
た
め
、

藩
主
の
権
力
は
な
か
な
か
確
立
し
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
が
、

松
前
藩
に
置
い
て
も
そ
の
辺
の
事
情
は
同
様
で
し
た
。

藩
祖
慶
廣
に
は
二
十
六
人
の
兄
弟
姉
妹
が
あ
り
、
女
子
は
南
条
・
下
国

・
厚
谷
・
村
上
な
ど
旧
館
主
層
や
津
軽
北
部
の
豪
族
等
に
嫁
ぎ
松
前(

蠣

崎)

家
の
勢
力
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
男
子
は
蠣
崎
姓

を
継
い
で
松
前
宗
家
を
補
佐
す
る
立
場
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
が
季
廣
の

五
男
正
廣
、
六
男
長
廣
、
九
男
吉
廣
、
十
一
男
守
廣
、
十
二
男
員
廣
等
を

祖
と
す
る
諸
家
で
、
そ
の
多
く
は
上
に
も
書
い
た
よ
う
に
寄
合
、
準
寄
合

と
い
う
家
老
職
に
つ
く
こ
と
の
で
き
る
特
別
な
家
格
を
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
中
で
も
三
代
公
廣
か
ら
六
代
矩
廣
の
藩
政
初
期
に
権
勢
を
振
る
っ
た

の
が
正
廣
系
・
守
廣
系
の
両
蠣
崎
家
で
し
た
。
両
家
は
家
老
職
を
独
占
し

た
だ
け
で
な
く
、
娘
を
藩
主
の
正
室
と
し
て
宗
家
に
送
り
込
み
藩
主
の
姻

戚
と
し
て
も
強
大
な
発
言
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
家
老
の
変
死
事
件
が
続
き
ま
す
。
ま

ず
、
延
宝
二
年(

一
六
七
四)

守
廣
系
の
廣
隆
が
江
戸
の
藩
邸
で
変
死
、
次

い
で
同
六
年(

一
六
七
八)

に
は
家
老
の
松
前
廣
諶(

村
上
系)

が
弟
松
前
幸

廣(
斎
藤
系)

と
争
論
の
上
両
者
死
亡
、
さ
ら
に
天
和
元
年(

一
六
八
一)

守

廣
系
の
廣
明(
廣
隆
の
弟)

が
や
は
り
江
戸
の
藩
邸
で
変
死
し
、
宝
永
六
年

(

一
七
〇
九)
今
度
は
正
廣
系
の
廣
久
が
変
死
、
享
保
元
年(

一
七
一
六)

先

に
変
死
し
た
蠣
崎
廣
明
の
子
廣
武
が
変
死
し
、
な
ん
と
約
四
十
年
間
の
間



に
六
人
の
家
老
が
変
死
す
る
と
い
う
異
常
な
事
態
で
し
た
。
そ
の
う
ち
三

人
は
守
廣
系
蠣
崎
家
の
人
間
で
す
が
、
守
廣
系
は
そ
の
後
も
悲
運
が
続
き
、

廣
武
の
孫
廣
重
は
場
所
請
負
人
飛
騨
屋
久
兵
衛
の
公
訴
事
件
の
責
め
に
よ

っ
て
失
職
し
て
自
刃
し
、
死
後
そ
の
子
廣
房(

八
代)

は
家
名
断
絶
と
な
り

ま
し
た
。(
九
代
廣
常
の
時
に
家
名
再
興)

そ
れ
か
ら
次
廣
系
の
六
代
目
廣
年
は
家
老
と
し
て
よ
り
も
「
蠣
崎
波
響
」

の
名
で
画
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
第
十
二
世
資
廣
の
五
男
で

す
が
、
次
廣
系
蠣
崎
家
の
養
嗣
子
と
な
り
ま
し
た
。
幼
時
か
ら
画
を
好
み
、

長
じ
て
か
ら
は
江
戸
で
学
び
、
「
松
前
応
挙
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
技
量

で
し
た
。
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
の
際
に
功
労
の
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
の

首
長
を
描
い
た
『
夷
酋
列
像
』
等
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
廣

年
の
子
廣
伴
も
家
老
を
務
め
ま
し
た
が
、
一
方
「
波
鶩
」
と
号
し
画
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

幕
末
の
松
前
藩
で
家
老
を
務
め
た
の
は
廣
伴
の
二
男
で
あ
る
松
前
勘
解

由
で
、
実
弟
蠣
崎
監
三
が
そ
れ
を
補
佐
し
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
佐
幕

派
と
見
ら
れ
、
慶
応
四
年(

一
八
六
八)

正
義
隊
の
政
変
に
よ
っ
て
勘
解
由

は
自
刃
、
監
三
は
斬
殺
さ
れ
、
こ
の
政
変
後
は
、
勘
解
由
等
の
甥
勇
喜
衛

廣
興
と
員
廣
系
の
民
部
廣
備
が
家
老
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
旧
幕
府

軍
と
の
箱
館
戦
争
が
始
ま
り
、
民
部
は
藩
主
名
代
と
し
て
出
陣
し
奮
戦
し

ま
し
た
が
敗
退
、
藩
主
徳
廣
等
は
津
軽
へ
と
避
難
し
ま
し
た
が
、
民
部
は

松
前
藩
奇
兵
隊
副
長
と
し
て
激
戦
を
戦
い
抜
き
、
廃
藩
後
は
松
前
家
の
家

扶
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

５
．
松
前
諸
家(

松
前
藩
重
臣)

～
資
料
③
参
照
～

松
前
姓
の
諸
家(

松
前
藩
士
の
諸
家
、
幕
臣
・
他
藩
の
藩
士
を
の
ぞ
く)

は
、
蠣
崎
姓
の
諸
家
が
十
数
家
も
あ
る
の
に
対
し
私
の
知
る
限
り
で
は
、

河
野
系(

景
廣
系)

・
村
上
系(

廣
諶
系)

・
斎
藤
系(

幸
廣
系)

の
三
家
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
三
家
は
資
料
の
系
図
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
家
臣

の
家
跡
を
受
け
継
ぎ
、
後
に
松
前
姓
を
名
乗
る
と
い
う
い
わ
ば
家
臣
の
家

を
乗
っ
取
る
よ
う
な
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
一
番
最
初
に
成
立
し
た
の
は
河
野
系
松
前
家
で
す
。
河
野
家
は
も

と
は
道
南
十
二
館
の
一
つ
箱
館
の
館
主
で
、
蠣
崎(

松
前)

氏
と
は
対
等
の

立
場
に
立
つ
家
柄
で
し
た
。
河
野
氏
の
初
代
・
加
賀
右
衛
門
政
通
の
出
自

は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
越
智
氏
を
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
伊

予
河
野
氏
の
一
族
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
武
田
信
廣
が
蝦
夷
地
に
渡
っ

て
き
た
頃
に
、
政
通
は
宇
須
岸
と
い
う
漁
港
の
山
の
手
に
築
館
し
て
そ
の

館
主
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
館
は
宇
須
岸
館
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
一
般

的
に
は
そ
の
形
状
が
箱
状
だ
っ
た
の
で
箱
館
と
称
し
、
後
に
は
そ
の
市
街

そ
の
も
の
も
箱
館
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。(

現
在
の
函
館
市
の
起

こ
り)コ

シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
の
際
に
は
攻
め
落
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
そ
の
後
よ
く
こ
れ
を
回
復
し
ま
し
た
。
し
か
し
永
正
九
年(

一
五
一

二)

ふ
た
た
び
ア
イ
ヌ
に
攻
め
ら
れ
、
二
代
弥
次
郎
右
衛
門
季
通
が
こ
れ

を
迎
撃
し
て
奮
戦
し
た
も
の
の
一
本
木
で
自
刃
し
た
た
め
、
父
政
通
は
季



通
の
一
女
を
伴
っ
て
松
前
に
至
り
、
蠣
崎
氏
四
世
季
廣
に
そ
の
女
を
配
し

ま
し
た
。

の
ち
に
季
廣
と
河
野
氏
女
と
の
子
五
世
慶
廣
が
六
男
景
廣
に
河
野
家
を

継
が
せ
、
は
じ
め
河
野
伊
予
と
称
し
ま
し
た
が
、
の
ち
に
松
前
姓
を
名
乗

り
、
景
廣
の
系
統
は
「
河
野
系
松
前
家
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
景
廣
は
一

族
の
系
譜
・
歴
史
を
書
き
連
ね
た
『
新
羅
之
記
録
』
を
編
纂
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

河
野
系
で
名
前
の
挙
が
る
人
物
と
し
て
は
、
景
廣
の
孫
の
五
代
元
廣
が

い
ま
す
。
か
れ
は
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
の
時
に
第
三
陣
の
将
と
し
て

出
征
し
指
揮
を
執
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
延
宝
三
年(

一
六
七
五)

に
は
家

老
職
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
は
藩
政
が
安
定
せ
ず
、
家
老
変
死
事
件

や
公
訴
事
件
な
ど
が
相
次
ぎ
、
辛
労
を
重
ね
現
職
の
ま
ま
没
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
廣
候
、
廣
通
、
廣
寛
、
廣
典
な
ど
執
事
・
家
老
な
ど
を
務
め

た
人
物
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

次
い
で
成
立
し
た
の
は
八
世
氏
廣
の
弟
に
当
た
る
廣
諶(

ひ
ろ
た
だ)

を

祖
と
す
る
村
上
系
松
前
家
で
す
。
こ
の
家
も
河
野
系
と
同
じ
く
歴
史
は
古

く
、
十
五
世
紀
末
に
遡
り
ま
す
。

初
代
三
河
守
政
儀
は
松
前
大
館
の
館
主
相
原
季
胤
の
副
将
を
務
め
、
永

正
九
年(

一
五
一
二)

の
ア
イ
ヌ
の
攻
撃
の
際
に
自
刃
し
て
い
ま
す
。
そ
の

後
は
次
第
に
蠣
崎
氏
の
家
臣
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
、
政
儀
の
子
季
儀
を

経
て
、
季
儀
の
長
男
忠
儀
は
庶
子
の
た
め
別
家
し
て
子
孫
は
松
前
藩
士
と

な
り
、
二
男
直
儀
が
家
督
を
継
ぎ
ま
す
が
、
嗣
子
が
な
か
っ
た
の
で
五
世

慶
廣
と
季
儀
の
娘
の
間
に
生
ま
れ
た
六
世
盛
廣
の
孫
に
当
た
る
廣
諶
が
村

上
家
の
名
跡
を
継
ぎ
、
松
前
姓
を
称
し
て
村
上
系
松
前
家
が
成
立
し
ま
し

た
。廣

諶
は
十
世
矩
廣
の
藩
政
初
期
に
家
老
と
な
り
ま
す
が
、
藩
政
執
行
に

関
わ
る
こ
と
で
対
立
し
た
の
か
弟
幸
廣(

斎
藤
系
松
前
家)

と
争
論
の
す
え

刃
傷
沙
汰
と
な
り
、
幸
廣
に
斬
殺
さ
れ
る
と
い
う
最
期
を
遂
げ
ま
し
た
。

そ
の
後
は
四
代
廣
行
が
家
老
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
公
訴
事
件
の
責
任

を
と
ら
さ
れ
た
も
の
か
、
元
文
三
年(

一
七
三
八)

切
腹
を
命
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
一
旦
家
名
断
絶
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
一
世
邦
廣
の
五
男

で
あ
る
廣
長
が
家
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。
彼
は
、
松
前
藩
随
一
の
碩
学
で
、

家
老
職
を
務
め
る
と
と
も
に
『
福
山
秘
府
』
『
松
前
志
』
な
ど
の
著
述
を

残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
画
家
と
し
て
名
を
馳
せ
る
蠣
崎
波
響(

廣
年)

の

叔
父
に
当
た
り
、
彼
の
師
と
し
て
そ
の
成
長
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。最

後
に
成
立
し
た
の
が
八
世
氏
廣
の
弟
幸
廣
を
祖
と
す
る
斎
藤
系
松
前

家
で
す
。
斎
藤
家
の
先
祖
実
繁
は
出
羽
国
由
利
郡
の
豪
族
で
し
た
が
、
そ

の
娘
が
五
世
慶
廣
の
継
室
と
な
っ
た
縁
で
、
実
繁
の
子
直
政
が
寛
永
十
八

年(
一
六
四
一)

八
世
氏
廣
の
家
臣
と
な
り
ま
し
た
。
二
代
目
は
そ
の
子
廣

守
が
継
ぎ
ま
し
た
が
、
嗣
子
が
な
く
、
幸
廣
が
廣
守
の
姉
を
娶
っ
て
そ
の

名
跡
を
継
ぎ
、
の
ち
松
前
姓
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
幸
廣
は
兄
廣
諶
と
争
論

の
す
え
兄
を
斬
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
自
ら
も
重
傷
を
負
い
自
刃
し
て

果
て
ま
し
た
。



そ
の
後
は
八
代
廣
政
、
九
代
廣
純
、
十
代
崇
効
と
藩
の
重
職
を
務
め
て

い
ま
す
が
、
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
幕
末
期
に
家
老
を
務
め
た
十
代
勘

解
由
崇
効(

た
か
の
り)

で
す
。
彼
は
蠣
崎
波
響
の
孫
に
当
た
り
、
廣
純
の

子
甚
十
郎
廣
重
が
病
気
退
隠
し
た
た
め
、
そ
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
側
用
人
、
家
老
格
、
家
老
と
昇
進
し
、
幕
末
期
に
は
実
父
蠣
崎
将
監

廣
伴
と
と
も
に
藩
政
執
行
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。

十
七
世
崇
廣
の
あ
と
を
徳
廣
が
継
ぎ
ま
し
た
が
、
病
弱
で
あ
る
た
め
退

隠
せ
ん
と
し
た
の
で
、
勘
解
由
等
は
崇
廣
の
子
敦
千
代(

後
の
隆
廣)

の
擁

立
を
画
策
し
ま
し
た
が
、
勤
王
派
の
反
撃
に
あ
い
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
再
び
家
老
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
が
、
彼
は
佐
幕
派
と
見

ら
れ
、
慶
応
四
年(

一
八
六
八)

正
義
隊
の
政
変
が
起
こ
り
、
勤
王
派
が
藩

の
実
権
を
握
る
と
、
自
宅
を
襲
撃
さ
れ
自
刃
し
て
果
て
ま
し
た
。

６
．
江
戸
松
前
家(

幕
臣
旗
本)

～
資
料
④
参
照
～

さ
て
こ
こ
で
江
戸
松
前
家
と
称
し
て
い
る
諸
家
は
、
松
前
氏
の
一
族
で

幕
臣
旗
本
と
な
っ
た
も
の
で
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
松
前
藩
祖
慶
廣
の
子
忠
廣
、
慶
廣
の
弟
吉
廣
を
祖
と
す
る
諸
家
、

も
う
一
つ
は
松
前
藩
第
三
代
公
廣
の
子
泰
廣
を
祖
と
す
る
諸
家
で
す
。

泰
廣
は
三
代
藩
主
公
廣
の
三
男
で
、
四
代
藩
主
氏
廣
の
異
腹
の
弟
に
な

り
ま
す
。
彼
は
寛
永
十
八
年(

一
六
四
一)

兄
氏
廣
と
と
も
に
江
戸
に
上
り
、

や
が
て
幕
府
に
仕
え
一
家
を
な
し
ま
す
。
寛
文
九
年(

一
六
六
九)

の
シ
ャ

ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
に
際
し
て
は
、
兄
氏
廣
の
孫
に
当
た
る
幼
少
の
藩
主

矩
廣
に
代
わ
っ
て
松
前
藩
兵
の
指
揮
を
執
り
、
藩
老
蠣
崎
廣
林
と
と
も
に

出
兵
し
ま
し
た
。
国
縫
、
長
万
部
で
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
軍
を
破
り
同
年
十

月
に
は
日
高
新
冠
に
進
ん
で
、
戦
い
を
終
息
さ
せ
ま
し
た
。

同
十
二
年(

一
六
七
二)

三
月
に
も
国
縫
で
ま
た
蝦
夷
蜂
起
の
報
が
あ
っ

た
の
で
、
泰
廣
は
長
子
嘉
廣
、
次
子
兼
廣
、
三
子
直
廣
を
伴
い
松
前
に
来

た
り
、
閏
六
月
に
は
事
態
を
収
束
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
泰
廣
は
藩

主
矩
廣
の
名
代
と
し
て
、
幕
命
で
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
の
鎮
圧
を
行
う
な
ど
、

松
前
宗
家
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
ち
ま
し
た
。

そ
の
後
も
松
前
宗
家
と
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
矩
廣
の
後
継
者
問
題
で

も
泰
廣
の
子
嘉
廣
・
當
廣(

も
と
直
廣)

ら
が
矩
廣
の
相
談
に
乗
っ
て
お
り

當
廣
の
嫡
子
廣
隆
・
嘉
廣
の
嫡
孫
端
廣
・
嘉
廣
の
猶
子
道
廣
の
名
前
が
候

補
と
し
て
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
は
結
局
は
忠
廣
系
江
戸
松
前
家

の
邦
廣
が
矩
廣
の
嗣
子
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
泰
廣
系
の
江
戸
松

前
家
は
松
前
宗
家
の
相
談
役
と
し
て
、
松
前
藩
政
お
よ
び
松
前
藩
の
対
幕

府
対
策
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
ま
し
た
。

次
に
、
松
前
藩
祖
・
慶
廣
の
子
忠
廣
を
祖
と
す
る
二
家
と
、
慶
廣
の
弟

吉
廣
を
祖
と
す
る
一
家
を
紹
介
し
ま
す
。

松
前
忠
廣
は
、
初
代
藩
主
松
前
慶
廣
の
二
男
で
、
文
武
に
す
ぐ
れ
た
人

物
で
し
た
が
、
慶
長
四
年(

一
五
九
九)

父
慶
廣
に
従
っ
て
上
京
し
、
大
阪

城
西
の
丸
で
父
と
と
も
に
徳
川
家
康
に
拝
謁
し
ま
し
た
。
同
九
年(

一
六

〇
四)

か
ら
は
江
戸
に
住
し
て
一
家
を
た
て
、
徳
川
秀
忠
に
仕
え
幕
臣
旗

本
と
な
り
ま
し
た
。
の
ち
に
下
野
国
内
で
一
千
石
を
知
行
し
、
元
和
元
年



(

一
六
一
五)

大
坂
夏
の
陣
に
は
出
陣
奮
戦
し
て
敵
将
を
倒
し
て
い
ま
す
。

そ
の
戦
功
に
よ
っ
て
武
蔵
国
八
幡
山
に
て
一
千
石
を
加
増
さ
れ
、
二
千
石

を
知
行
し
ま
し
た
。

忠
廣
の
跡
は
一
子
直
廣
が
継
ぎ
ま
し
た
が
、
直
廣
に
は
二
子
が
あ
り
、

長
子
玄
廣
に
千
五
百
石
、
二
子
本
廣
に
五
百
石
と
分
封
し
、
以
後
代
々
受

け
継
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
忠
廣
系
松
前
家
は
、
泰
廣
系
松
前
家
と
同
様
松
前

宗
家
と
江
戸
幕
府
の
関
わ
り
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
七
代
藩
主
邦
廣
は
継
嗣
を
失
っ
た
六
代
藩
主
矩
廣
の
養
子
と

し
て
松
前
宗
家
に
入
り
ま
し
た
が
、
彼
は
松
前
本
廣
の
六
男
で
忠
廣
の
曾

孫
に
当
た
り
ま
し
た
。

ま
た
慶
廣
の
弟
吉
廣
を
祖
と
す
る
系
統
で
す
が
、
吉
廣
の
孫
廣
次
を
祖

と
し
ま
す
。
廣
次
は
は
じ
め
江
戸
の
同
族
松
前
泰
廣
の
も
と
に
寓
居
し
ま

し
た
が
、
の
ち
に
徳
川
綱
吉
に
仕
え
て
松
前
姓
を
称
し
、
さ
ら
に
綱
吉
の

子
徳
松
に
仕
え
、
稟
米
二
百
俵(

の
ち
三
百
俵)

を
賜
り
ま
し
た
。
子
孫
は

そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
大
番
組
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

７
．
仙
台
松
前
家(

仙
台
藩
士)

～
資
料
⑥
参
照
～

仙
台
松
前
家
は
松
前
藩
祖
・
松
前
慶
廣
の
八
男
安
廣
を
祖
と
し
て
い
ま

す
。
安
廣
は
慶
長
十
四
年(

一
六
〇
九)

伊
達
政
宗
の
家
臣
と
な
り
、
二
千

石
の
領
地
を
賜
り
ま
す
。
寛
永
六
年(

一
六
二
九)

に
は
政
宗
の
腹
心
片
倉

小
十
郎
景
綱
の
子
・
小
十
郎
重
長
の
娘
喜
佐
を
妻
と
し
て
娶
り
五
男
三
女

を
も
う
け
ま
し
た
。

安
廣
の
長
男
景
長
は
、
外
祖
父
重
長
の
嗣
子
と
な
っ
て
片
倉
家
を
継
ぎ
、

白
石
城
主
と
な
り
ま
し
た
。
仙
台
松
前
家
は
安
廣
の
二
男
八
之
助
廣
国
が

継
ぎ
、
仙
台
藩
四
代
藩
主
亀
千
代
綱
村
の
守
役
と
な
り
、
伊
達
騒
動
の
「
伽

羅
先
代
萩
」
の
松
前
鉄
之
助
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
八
之

助
の
父
安
廣
が
五
十
人
力
の
豪
の
者
だ
っ
た
こ
と
か
ら
二
人
を
合
わ
せ
て

鉄
之
助
と
い
う
人
物
を
創
作
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

仙
台
松
前
家
は
、
仙
台
藩
伊
達
家
の
門
閥
（
準
一
家
）
と
し
て
、
以
後

大
番
頭
・
奉
行
を
務
め
る
人
物
を
多
数
輩
出
し
、
維
新
に
至
り
ま
し
た
。

８
．
そ
の
他
関
係
す
る
諸
家

（
１
）
白
石
片
倉
家

白
石
片
倉
家
は
仙
台
藩
祖
伊
達
政
宗
の
腹
心
と
し
て
活
躍
し
た
片
倉
小

十
郎
景
綱
を
祖
と
し
て
い
ま
す
。
一
般
に
は
片
倉
家
は
加
藤
景
廉
の
末
裔

で
、
信
州
片
倉
邑
に
住
し
た
の
で
片
倉
氏
を
称
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
『
古
代
氏
族
系
譜
集
成
』
に
よ
る
と
諏
訪
上
社
大
祝
の
神
人
部
姓
で

あ
る
よ
う
で
す
。

天
文
年
間
の
景
時
の
代
に
伊
達
晴
宗
に
仕
え
、
景
綱
の
父
景
重
は
米
沢

八
幡
宮
の
神
職
を
務
め
、
母(

一
説
に
姉)

は
政
宗
の
乳
母
と
な
り
ま
し
た
。

景
綱
は
合
戦
で
の
戦
功
は
も
と
よ
り
、
小
田
原
参
陣
を
政
宗
に
決
意
さ
せ

る
な
ど
そ
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
仙
台
藩
の
草
創
期
に
活
躍
し
ま
し
た
。
ま

た
南
の
守
り
と
し
て
白
石
城
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

景
綱
の
子
重
綱(
の
ち
重
長)

は
父
に
劣
ら
ぬ
才
識
勇
武
を
持
つ
と
い
わ



れ
、
大
坂
の
陣
に
参
戦
し
、
夏
の
陣
で
は
先
鋒
と
な
っ
て
、
敵
将
後
藤
又

兵
衛
基
次
、
薄
田
隼
人
正
兼
相
の
軍
と
戦
い
、
こ
れ
を
大
破
し
「
鬼
の
小

十
郎
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
慶
安
四
年(

一
六
五
一)

片
倉
氏
は
伊
達
家
門

閥
の
「
一
家
」
に
列
せ
ら
れ
ま
し
た
。
重
長
に
は
嗣
子
が
な
か
っ
た
た
め

重
長
の
娘
と
松
前
安
廣
の
子
で
外
孫
に
あ
た
る
景
長
を
養
子
と
し
て
片
倉

家
三
代
を
継
が
せ
ま
し
た
。
ま
た
八
代
村
廉
も
松
前
家
か
ら
養
子
に
入
り
、

松
前
家
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
ま
し
た
。

以
後
代
々
白
石
城
主
と
し
て
一
万
八
千
石
の
領
地
を
支
配
し
て
き
ま
し

た
が
、
戊
辰
戦
争
で
敗
れ
た
結
果
、
片
倉
家
の
領
地
を
含
め
た
仙
南
五
郡

は
没
収
さ
れ
、
五
十
五
俵
の
禄
米
給
与
に
転
落
、
陪
臣
は
召
し
放
ち
と
な

り
ま
し
た
。
帰
農
帰
商
し
て
士
籍
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
旧
片
倉
家
中
は

北
海
道
へ
の
移
住
開
拓
を
試
み
、
北
海
道
胆
振
国
幌
別
郡
を
支
配
地
と
し

て
受
領
し
ま
し
た
。
当
主
邦
憲
は
老
齢
の
た
め
、
嗣
子
景
憲
、
嫡
孫
景
光

が
旧
臣
ら
と
苦
労
を
と
も
に
、
幌
別
郡(

現
登
別
市)

白
石
村(

現
札
幌
市

白
石
区)

で
の
開
拓
に
従
事
し
、
景
光
は
明
治
三
十
一
年(
一
八
九
八)

開

拓
の
功
に
よ
り
男
爵
に
叙
さ
れ
ま
し
た
が
、
の
ち
片
倉
家
は
仙
台
に
戻
り

ま
し
た
。

（
２
）
柳
生
藩
柳
生
家

柳
生
家
は
菅
原
氏
の
末
裔
で
、
宇
治
関
白
藤
原
頼
通
が
大
和
国
四
カ
郷

を
春
日
社
に
寄
進
し
て
神
領
と
し
た
際
、
四
カ
郷
の
う
ち
の
一
つ
小
柳
生

の
庄
の
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
大
膳
亮
永
家
が
柳
生
家
の
祖
先
に
な
り
ま

す
。そ

の
末
孫
は
柳
生
を
称
す
る
よ
う
に
な
り
戦
国
期
を
迎
え
ま
す
が
、
宗

厳
は
石
舟
斎
と
称
し
柳
生
新
陰
流
剣
法
の
祖
と
な
り
ま
す
。
柳
生
流
は
長

子
厳
勝
の
子
孫
尾
張
柳
生
家
が
継
承
し
ま
す
が
、
石
舟
斎
の
五
男
宗
矩
は

江
戸
幕
府
の
将
軍
指
南
役
と
し
て
一
万
二
千
五
百
石
の
大
名
と
な
り
ま
し

た
。宗

矩
の
死
後
、
そ
の
旧
領
は
長
男
三
厳
に
八
千
三
百
石
、
三
男
宗
冬
に

四
千
石
、
四
男
義
仙
に
二
百
石
と
分
知
さ
れ
て
大
名
の
座
か
ら
滑
り
落
ち

ま
し
た
が
、
三
厳
の
跡
を
宗
冬
が
継
ぎ
一
万
石
に
加
増
さ
れ
再
び
大
名
に

列
し
ま
し
た
。
以
後
代
々
そ
の
所
領
を
引
き
継
ぎ
維
新
を
迎
え
ま
し
た
。

七
代
俊
峯
の
養
子
と
な
っ
た
俊
則
は
松
前
藩
七
代
藩
主
邦
廣
の
二
男
で

初
め
賢
廣
、
満
廣
と
称
し
ま
し
た
が
、
宝
暦
三
年(

一
七
五
三)

俊
峯
の
養

子
と
な
り
同
十
三
年(

一
七
六
三)

に
遺
領
を
継
ぎ
ま
し
た
。
日
光
祭
礼
奉

行
を
勤
め
た
り
、
将
軍
家
斉
の
剣
術
の
相
手
を
勤
め
た
り
し
ま
し
た
が
、

長
子
幸
次
郎
、
次
子
俊
永
、
三
子
俊
睦
と
も
に
早
世
し
、
大
和
郡
山
藩
主

柳
沢
保
光
の
六
男
俊
豊
が
遺
領
を
継
ぎ
ま
し
た
。

（
３
）
幕
臣
池
田
家

幕
臣
池
田
家
は
、
清
和
源
氏
に
そ
の
源
を
遡
り
ま
す
。
「
源
三
位
」
と

し
て
知
ら
れ
る
源
頼
政
の
曾
孫
宗
仲
は
下
間(

し
も
づ
ま)

を
称
し
ま
す

が
、
そ
の
子
宗
重
は
浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
な
り
蓮
位



房
を
名
乗
り
、
以
後
下
間
家
は
親
鸞
の
末
裔
で
あ
る
本
願
寺
門
主
に
仕
え

坊
官
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

下
間
頼
龍
は
本
願
寺
の
坊
官
で
執
事
職
で
し
た
が
。
頼
龍
は
織
田
家
の

重
臣
池
田
恒
興(

信
輝)

の
養
女
を
娶
り
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
頼
広
は
父

の
死
後
教
如
上
人
と
争
い
本
願
寺
を
出
て
、
母
方
の
叔
父
池
田
輝
政
を
頼

り
ま
し
た
。
輝
政
は
頼
広
の
人
物
を
見
込
み
、
長
子
利
隆
の
下
で
三
千
石

を
与
え
、
そ
の
後
見
役
と
し
て
岡
山
の
軍
政
を
預
け
ま
し
た
。
こ
の
時
頼

広
は
利
隆
の
一
字
を
取
っ
て
重
利
と
改
め
て
い
ま
す
。

そ
の
後
輝
政
が
亡
く
な
り
利
隆
が
姫
路
に
戻
る
と
、
重
利
も
姫
路
に
移

り
下
間
姓
を
池
田
姓
に
改
め
、
の
ち
に
大
坂
の
陣
で
の
功
績
で
摂
津
国
内

で
一
万
石
を
領
し
大
名
と
な
り
ま
し
た
。
利
隆
の
死
後
、
そ
の
子
光
政
が

鳥
取
に
移
封
さ
れ
る
と
、
播
磨
新
宮
に
移
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
二
代
重
政
、
三
代
薫
彰
、
四
代
邦
照
と
続
き
ま
し
た
が
、
邦

照
が
十
三
歳
で
亡
く
な
る
と
無
嗣
除
封
・
家
名
断
絶
と
な
り
ま
し
た
が
、

一
族
の
池
田
光
政
・
光
仲
等
の
奔
走
で
弟
治
左
衛
門
が
寄
合
三
千
石
に
取

り
立
て
ら
れ
、
か
ろ
う
じ
て
家
名
は
存
続
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
領
地
は

三
分
の
一
ほ
ど
に
減
じ
た
も
の
の
、
陣
屋
や
町
並
み
は
そ
の
ま
ま
残
り
明

治
ま
で
続
き
ま
し
た
。

池
田
家
九
代
直
好
に
は
嗣
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
同
族
池
田
政
方
の
娘

を
養
女
と
し
て
松
前
藩
八
代
藩
主
資
廣
の
二
男
資
清
に
配
し
、
そ
の
跡
を

継
が
せ
ま
し
た
。
資
清
は
の
ち
に
頼
完
と
名
を
改
め
ま
す
が
、
彼
も
嗣
子

が
な
く
一
女
に
妻
の
実
弟
頼
功
を
配
し
そ
の
跡
を
継
が
せ
ま
し
た
。
余
談

で
す
が
、
池
田
頼
完
は
「
松
前
応
挙
」
と
し
て
知
ら
れ
る
蠣
崎
波
響(

廣

年)

の
同
母
兄
に
な
り
ま
す
。

（
４
）
寄
合
席
下
国
家

下
国
家
は
蠣
崎
・
松
前
諸
家
と
と
も
に
松
前
藩
の
家
老
と
な
り
う
る
寄

合
席
に
列
し
た
家
で
す
。
そ
の
先
祖
を
遡
っ
て
い
く
と
、
蠣
崎
家
の
主
家

筋
に
あ
た
る
津
軽
安
東
家
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。

嘉
吉
三
年(

一
四
四
三)

、
安
東
康
季
は
南
部
義
政
に
本
拠
・
十
三
湊
の

福
島
城
を
追
わ
れ
蝦
夷
ヶ
島
に
逃
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
津
軽
の
奪
還
を
試

み
る
も
病
死
、
そ
の
遺
志
を
継
い
だ
嫡
子
義
季
も
津
軽
に
侵
入
す
る
も
享

徳
二
年(

一
四
五
三)

に
南
部
勢
に
攻
め
ら
れ
て
自
害
し
、
津
軽
安
東
氏
の

正
統
は
断
絶
し
ま
し
た
。

こ
の
時
、
康
季
の
従
兄
弟
に
当
た
る
潮
潟
重
季
の
嫡
男
政
季
が
安
東
宗

家
を
継
ぎ
、
蝦
夷
ヶ
島
に
渡
っ
て
一
族
重
臣
を
道
南
の
十
二
館
に
配
置
し

支
配
体
制
を
固
め
ま
し
た
。
十
二
館
は
茂
別
館
中
心
の
「
下
の
国
」
、
大

館
中
心
の
「
松
前
」
、
花
沢
館
中
心
の
「
上
の
国
」
の
三
守
護
地
域
に
分

け
ら
れ
、
下
の
国
守
護
職
は
政
季
の
弟
の
下
国
家
政
、
松
前
守
護
職
は
一

族
の
下
国
定
季
、
上
の
国
守
護
職
は
蠣
崎
季
繁
が
配
さ
れ
ま
し
た
。
政
季

は
そ
の
後
出
羽
に
移
り
、
檜
山
城
を
本
拠
と
し
て
津
軽
進
出
の
機
会
を
う

か
が
い
ま
し
た
。
檜
山
安
東
氏
の
成
立
で
す
。

一
方
、
蝦
夷
地
の
三
守
護
職
で
す
が
、
上
の
国
守
護
職
を
継
承
し
た
武

田(

蠣
崎)

信
廣
の
子
光
廣
が
松
前
守
護
職
を
併
合
し
、
下
の
国
守
護
の
下



国
氏
は
の
ち
に
蠣
崎(

松
前)

氏
の
家
臣
と
な
り
、
蠣
崎(

松
前)

氏
が
蝦
夷

地
の
支
配
権
を
獲
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

茂
別
の
下
国
氏
は
蠣
崎
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
も
の
の
、
寄
合
席
に
列
し

蠣
崎
・
松
前
氏
以
外
で
は
唯
一
家
老
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
家
柄
と
し
て

松
前
藩
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た
下
国
家
政
の
孫
師
季
は

蠣
崎
家
四
世
季
廣
の
二
女
と
九
女
を
娶
っ
て
い
ま
す
し
、
師
季
の
子
直
季

は
季
廣
の
十
女
を
、
直
季
の
子
由
季
は
季
廣
の
十
一
男
守
廣
の
娘
を
娶
る

な
ど
、
代
々
蠣
崎
・
松
前
諸
家
と
婚
姻
を
結
び
、
密
接
な
関
係
を
保
ち
ま

し
た
。

維
新
期
に
は
分
家
の
下
国
東
七
郎
等
が
起
こ
し
た
正
義
隊
の
ク
ー
デ
タ

ー
に
際
し
て
、
下
国
安
芸
崇
教
が
執
政
と
な
り
、
箱
館
戦
争
や
そ
の
後
の

失
地
回
復
戦
の
指
揮
を
執
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
御
子
孫
は
岩
内
町
に

移
り
現
在
も
住
ん
で
居
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
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本
稿
は
、
平
成

年
８
月
１
日
の

年
度
夏
の
例
会
で
発
表
し
た
も
の

16

2004

に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
す
。)


