
九
条
家
と
地
域
社
会

袂
袒
二
通
の
﹁
御
摂
籙
渡
庄
目
六
﹂
か
ら
袂
袒

櫻

井

彦

は
じ
め
に

書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
九
条
家
文
書
︵
函
架
番
号
九
袞
一
〇
六
︶
中
に
︑

﹁
御
摂
籙
渡
庄
目
六
﹂
と
題
さ
れ
た
所
領
目
録
が
二
巻
存
在
す
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
︒
そ
れ
は
書
陵
部
が
︑
昭
和
三
九
年
︵
一
九
六
四
︶
に
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
本
を
作
成

し
︑
そ
の
後
図
書
寮
叢
刊
﹃
九
条
家
文
書
﹄
第
一
巻
︵
昭
和
四
六
年
刊
行
︶
に
も
収
め
る

︵
文
書
番
号
一
五
号
・
二
五
号
︶
な
ど
︑
紹
介
・
周
知
を
繰
り
返
し
た
結
果
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
全
国
一
五
〇
ヶ
所
の
所
領
な
ど
を
記
載
し
た
両
目
録
は
︑
現
在
多
く
の
自
治
体
史

が
活
用
す
る
重
要
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
書
名
が
示
す
通
り
こ
れ
ら
は
﹁
目
録
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
の
︑
具

体
的
な
動
向
を
明
ら
か
に
し
得
る
情
報
が
多
い
と
は
い
え
な
い
︒
と
く
に
両
目
録
の
本
文

︵
所
領
の
内
容
︶
は
同
一
で
︑
両
者
の
違
い
は
本
文
の
右
肩
に
付
さ
れ
た
注
記
︵
肩
付
︶

の
み
で
あ
り
︑
そ
の
注
記
も
詳
細
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
︵
写
真
�
～
�
︶︒
こ

の
た
め
各
自
治
体
史
で
も
︑
該
当
自
治
体
に
存
在
し
た
荘
園
名
を
確
認
し
︑
そ
の
伝
領
状

況
に
言
及
す
る
︑
と
い
っ
た
活
用
・
利
用
方
法
が
目
立
ち
︑
あ
る
意
味
両
目
録
の
限
界
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
現
状
で
は
︑
目
録
の
全
体
に
関
わ
っ
て
検
討
し

た
成
果
と
し
て
は
︑
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
本
に
付
属
す
る
解
題(�

)
と
︑
橋
本
義
彦
氏
の
研
究(�

)
の

み
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
目
録
の
全
体
像
に
言
及
し
て
い
る
二
本
の
先
行
研
究
は
︑
関
心
の
中
心
が
目

録
成
立
の
背
景
や
摂
関
家
の
﹁
渡
領
﹂
形
成
過
程
な
ど
に
あ
り
︑
主
に
目
録
本
文
の
分
析

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
年
代
を
隔
て
た
同
文
の
目
録
に
付
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ

本
文
と
は
墨
色
や
筆
跡
が
異
な
る
両
肩
付
の
異
同
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
内
包
さ
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
︑
よ
り
一
層
の
関
心
が
払
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ

で
本
稿
で
は
︑
目
録
本
文
の
成
立
に
関
す
る
考
察
は
先
行
研
究
に
譲
り
︑
両
目
録
の
肩
付

に
注
目
し
て
い
く
つ
か
の
視
角
か
ら
検
討
し
︑
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
︑
九
条
家
と
地
域

社
会
・
住
人
と
の
か
か
わ
り
方
を
考
え
て
み
た
い
︒

一

両
目
録
の
作
成
年
代
と
そ
の
性
格

さ
て
先
行
研
究
の
う
ち
解
題
は
︑
そ
の
性
格
上
目
録
の
作
成
年
代
な
ど
︑
基
礎
的
な
検

証
を
行
っ
て
お
り
︑
こ
の
点
は
本
稿
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
︒
ま
ず
解
題
に
よ
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写真 1 嘉元目録巻頭

写真 2 嘉元目録巻末
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写真 3 暦応目録巻頭

写真 4 暦応目録巻末



っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
を
整
理
し
︑
本
稿
と
深
く
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
︑
そ

の
裏
付
け
を
取
っ
て
お
き
た
い
︒

両
目
録
の
う
ち
一
巻
は
巻
末
の
一
紙
を
欠
い
て
い
る
︵
写
真
�
︶
が
︑
完
結
し
て
い
る

一
巻
は
巻
末
に
暦
応
五
年
︵
一
三
四
二
︶
正
月
と
あ
っ
て
︵
写
真
�
︶
作
成
年
代
が
明
ら

か
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
こ
れ
を
﹁
暦
応
目
録
﹂
と
称
す
る(�

)
︒
一
方
巻
末
を
欠
く
一
巻
に
つ

い
て
解
題
は
︑
肩
付
に
見
え
る
人
物
の
官
位
補
任
時
期
な
ど
か
ら
い
く
つ
か
の
可
能
性
を

提
示
し
︑
最
終
的
に
は
嘉
元
三
年
︵
一
三
〇
五
︶
四
月
頃
の
作
成
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
︒

以
後
巻
末
を
欠
く
一
巻
を
﹁
嘉
元
目
録
﹂
と
呼
ぶ(�

)
︒

嘉
元
目
録
の
作
成
年
代
を
推
定
し
た
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
は
︑
暦
応
目
録
の
巻
末
に
記

さ
れ
た
﹁
暦
応
五
年
正
月
日
﹂
の
年
月
で
あ
っ
た
︒
こ
の
年
の
正
月
二
六
日
︑
一
条
経
通

は
関
白
・
氏
長
者
を
辞
し
︑
翌
日
左
大
臣
九
条
道
教
が
こ
れ
に
補
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
暦
応
目
録
を
︑
経
通
か
ら
道
教
に
伝
授
さ
れ
た
摂
関
家
の
渡
荘
目
録
と
み
な
し
︑

も
う
一
通
の
目
録
は
嘉
元
三
年
四
月
一
二
日
に
行
わ
れ
た
二
条
兼
基
か
ら
九
条
師
教
へ
の

関
白
・
氏
長
者
の
移
動
を
契
機
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
肩
付
の
注
記
者
に
つ
い
て
は
︑
肩
付
中
の
人
物
に
﹁
直
ち
に
九
条
家
グ
ル
ー
プ
と

認
定
し
得
る
も
の
が
存
在
す
る
﹂
と
し
て
︑
九
条
家
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
と
し
た
︒

つ
ま
り
︑
氏
長
者
が
移
動
す
る
際
︑
目
録
の
み
が
伝
授
さ
れ
︑
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
側
で

給
主
を
決
定
し
︑
記
入
し
た
も
の
が
肩
付
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
目
録
に
載
せ
ら
れ
た

一
五
〇
ヶ
所
の
所
領
な
ど
は
︑
氏
院
︵
勧
学
院
)
・
法
成
寺
及
び
同
末
寺
・
東
北
院
・
平

等
院
及
び
同
末
寺
の
所
領
と
さ
れ
て
お
り
︑
各
寺
院
の
創
建
者
は
藤
原
冬
嗣
︑
藤
原
道
長
︑

道
長
の
女
上
東
門
院
彰
子
︑
藤
原
頼
通
で
︑
そ
れ
が
﹁
藤
氏
全
貴
族
層
の
象
徴
的
遺
産
﹂

で
あ
る
こ
と
は
︑
解
題
が
指
摘
す
る
目
録
の
授
受
形
式
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

そ
う
︒
し
か
し
解
題
で
は
︑
肩
付
中
の
人
物
が
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
と
認
定
で
き
る
存

在
で
あ
る
か
ど
う
か
を
詳
し
く
検
討
し
て
お
ら
ず
︑
本
稿
の
関
心
上
︑
こ
の
点
は
明
確
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

解
題
で
は
具
体
的
に
﹁﹁
前
藤
中
納
言
﹂︵
日
野
俊
光
︶︑﹁
二
条
大
納
言
入
道
﹂︵
二
条

教
良
︶
は
︑
こ
の
当
時
明
ら
か
に
九
条
家
領
の
預
所
職
に
補
さ
れ
て
お
り
︑
御
随
身
﹁
延

峯
﹂︑﹁
久
重
﹂︑﹁
利
方
﹂︑﹁
重
武
﹂
等
は
︑
九
条
家
の
御
随
身
で
あ
る
︒
他
に
も
例
え
ば
︑

高
倉
宰
相
経
世
︑
九
条
三
位
隆
教
等
﹂
が
︑
即
座
に
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
と
認
定
で
き

る
と
す
る
︒
い
ま
︑
九
条
家
の
所
領
に
関
す
る
史
料
が
も
っ
と
も
集
中
的
に
残
さ
れ
て
い

る
﹃
九
条
家
文
書
﹄
を
確
認
す
れ
ば
︑
こ
の
う
ち
日
野
俊
光
に
つ
い
て
は
︑
延
慶
二
年

︵
一
三
〇
九
︶
段
階
で
能
登
国
若
山
荘
な
ど
の
給
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る(�

)
︒
ま
た
御
随

身
の
四
人
は
︑
年
月
日
を
欠
く
も
の
の
︑
南
北
朝
期
の
史
料
と
推
定
さ
れ
る
﹁
九
条
家

代
々
御
随
身
御
恩
事(�

)
﹂
に
︑
嘉
元
年
間
︵
一
三
〇
三
～
六
︶
頃
の
御
随
身
と
し
て
列
記
さ

れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
九
条
隆
教
も
︑
周
防
国
屋
代
荘
を
奉
行
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た(�

)
︒

し
か
し
二
条
教
良
に
つ
い
て
は
︑﹃
九
条
家
文
書
﹄
中
に
九
条
家
領
と
の
関
係
を
示
す

史
料
は
見
当
た
ら
ず
︑﹁
高
倉
宰
相
経
世
﹂
に
関
す
る
徴
証
も
確
認
で
き
な
い
︒
そ
も
そ

も
嘉
元
目
録
に
﹁
高
倉
宰
相
経
世
﹂
と
表
記
さ
れ
る
人
物
は
存
在
せ
ず
︑﹁
高
倉
宰
相
﹂

を
冠
す
る
人
物
は
﹁
経
守
﹂
で
あ
る
︒﹃
公
卿
補
任
』・
『尊
卑
分
脈
﹄
な
ど
に
よ
る
限
り
︑

﹁
宰
相
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
﹁
経
世
﹂
と
い
う
人
物
は
鎌
倉
後
期
に
は
存
在
し

な
い
︒
一
方
﹁
高
倉
宰
相
経
守
﹂
は
︑
日
野
俊
光
が
若
山
荘
の
給
主
で
あ
っ
た
延
慶
二
年
︑

常
陸
国
村
田
荘
な
ど
の
給
主
を
務
め
て
い
る
︒
解
題
の
﹁
高
倉
宰
相
経
世
﹂
は
﹁
高
倉
宰

相
経
守
﹂
の
誤
植
・
誤
記
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

ま
た
二
条
教
良
は
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
に
よ
れ
ば
嘉
元
元
年
に
七
〇
歳
で
前
権
大
納
言
と

し
て
出
家
し
て
お
り
︑
嘉
元
三
年
段
階
で
﹁
二
条
大
納
言
入
道
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
没
年
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
加
え
て
︑
教
良
の
周
辺
に
九
条
家
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と
の
関
係
を
示
す
痕
跡
が
見
出
せ
な
い
こ
と
は
︑
彼
が
二
条
家
の
祖
良
実
の
次
男
で
あ
り
︑

父
良
実
が
祖
父
道
家
か
ら
義
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
当
然
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
﹁
二
条
大
納
言
入
道
﹂
を
教
良
に
比
定
し
た
こ
と
自

体
に
再
考
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
︒
忠
教
遺
誡
中
︑
﹁
家
領
奉
行
人
々
﹂
と
し
て
列
記
さ

れ
て
い
る
人
々
に
﹁
二
条
前
中
納
言
頼
藤
卿
｣
・
｢
二
条
前
宰
相
資
藤
卿
﹂
と
い
う
人
物
が

見
え
て
お
り
︑
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
に
は
二
条
家
を
称
す
る
二
家
が
存
在
し
た
こ
と
が

判
明
す
る
︒
こ
の
両
家
に
︑
﹁
二
条
大
納
言
入
道
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
資
藤
の
一
族
で
あ
る
が
︑
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
藤
原
定
能
を
家
祖
と
す
る
一

族
で
︑
定
能
の
父
親
は
季
行
で
あ
る(�

)
︒
季
行
は
娘
を
九
条
家
の
祖
兼
実
に
嫁
し
て
お
り
︑

両
家
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
兼
実
の
日
記
﹃
玉
葉
﹄
は
じ
め
九
条
家
関
連
史

料
を
中
心
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
一
族
で
︑
﹁
大
納
言
入
道
﹂
と
称
さ
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
は
︑
定
能
以
来
は
じ
め
て
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
資
季
で
あ
る
が
︑
彼
は

文
永
五
年
︵
一
二
六
八
︶
に
出
家
し
た
後
︑
正
応
二
年
︵
一
二
八
九
︶
に
没
し
て
い
る
︒

そ
の
後
こ
の
一
族
で
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
残
念
な
が
ら

該
当
者
は
存
在
し
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

【二
条
家
・
九
条
家
相
関
略
系
図
】

藤
原
季
行
┤
定
能
│
資
家
│
資
季
│
資
氏
┤
資
高

─

─

─

─

┌
兼
子

┌
資
藤

─┬
│
┤
良
通

─

─

─

─

九
条
兼
実
┌
良
経
│
道
家
│
教
実
│
忠
家
│
忠
教

一
方
頼
藤
の
一
族
は
忠
教
遺
誡
に
︑
日
野
俊
光
一
族
な
ど
と
と
も
に
﹁
自
他
可
同
志
者

也
﹂
と
あ
り
︑
九
条
家
が
格
別
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
一
族
は
後
に
葉
室
を
称
し
︑
そ
の
家
譜(�

)
に
よ
れ
ば
︑
頼
藤
の
父
頼
親
は
永
仁
六
年

︵
一
二
九
八
︶
六
月
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
て
︑
同
年
一
二
月
に
こ
れ
を
辞
し
た
後
︑
正

安
元
年
︵
一
二
九
九
︶
出
家
し
て
︑
嘉
元
四
年
に
没
し
た
と
い
う
︒
ま
た
﹃
勘
仲
記
﹄
弘

安
六
年
︵
一
二
八
三
︶
四
月
一
四
日
条
に
よ
れ
ば
︑﹁
二
条
新
中
納
言
﹂
に
は
﹁
頼
親
卿
﹂

と
注
記
さ
れ
て
い
る(

)
︒
頼
藤
の
父
頼
親
は
︑
同
年
三
月
二
八
日
に
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ

10

て
お
り
︑
頼
親
が
頼
藤
同
様
﹁
二
条
﹂
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
頼
親
は
︑

ま
さ
に
嘉
元
目
録
の
該
当
時
期
に
﹁
大
納
言
入
道
﹂
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
嘉
元
目
録
に
は
嫡
子
﹁
民
部
卿
頼
藤
﹂
の
ほ
か
︑﹁
頼

房
﹂﹁
頼
任
﹂
の
二
人
の
子
息
の
名
も
見
え
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

解
題
の
記
述
に
つ
い
て
︑﹁
高
倉
宰
相
経
世
﹂
を
﹁
高
倉
宰
相
経
守
﹂
に
︑﹁
二
条
大
納

言
入
道
﹂
を
二
条
教
良
か
ら
藤
原
︵
葉
室
︶
頼
親
に
修
正
す
べ
き
こ
と
が
判
明
し
た
︒
し

か
し
こ
の
修
正
は
︑
肩
付
中
の
人
物
が
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
の
人
々
で
あ
っ
た
と
す
る

解
題
の
指
摘
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
︒
経
守
は
九
条
家
領
の
給
主
を
務
め
︑
頼
藤
や

俊
光
の
一
族
は
忠
教
か
ら
特
別
な
信
頼
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
︒
目
録
中
の
﹁
資
冬
﹂
は
︑

俊
光
の
子
息
と
し
て
間
違
い
な
い
︒
加
え
て
︑
頼
藤
・
俊
光
一
族
と
と
も
に
信
頼
を
寄
せ

ら
れ
た
九
条
光
長
の
嫡
流
光
経
や
そ
の
弟
定
親
の
名
も
見
え
て
お
り
︑
肩
付
中
の
人
々
の

性
格
は
︑
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

二

嘉
元
目
録
肩
付
の
再
検
討

さ
て
︑
解
題
の
指
摘
を
裏
付
け
た
う
え
で
︑
両
目
録
の
肩
付
を
再
検
討
し
た
い
と
思
う

が
︑
そ
の
際
本
来
で
あ
れ
ば
全
文
を
収
載
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
両
目
録
は
長
文
な

た
め
︑
そ
の
内
容
を
表
記
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
︑
両
者
を
併
記
す
る
形
で
表
化
し
た
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76 法成寺末寺 美濃 仲林寺
77 法成寺末寺 越中 慶高寺
78 法成寺末寺 美作 安養寺
79 法成寺末寺 備後 正法寺
80 法成寺末寺 備後 観音寺
81 法成寺末寺 伊予 作礼寺
82 東北院 山城 田原 被付寺家 御随身右官人武近
83 東北院 山城 小田 同 政所下家司氏兼ニ宛給之、
84 東北院 山城 豊田 兼遠朝□（但召返之、被付政所、） 御祈料所、正光院法印
85 東北院 山城 大柿 常盤井殿祗候女房相伝之云々、 大膳権大夫国弘朝臣
86 東北院 山城 池田 吉田社被下院宣云々、 吉田神主
87 東北院 摂津 能勢 御祈祷料所云々、 橘大夫以範、但辞退之後、左番長久春拝領之、
88 東北院 摂津 山本 頼房朝臣 若狭左衛門入道
89 東北院 摂津 新屋 御随身利方辞退之、良信拝領之、 源大夫英長
90 東北院 摂津 郡戸 御祈祷料所、 藤大夫業貞
91 東北院 大和 大山 多武峰 多武峯
92 東北院 大和 三嶋 執印（有名無実云々、） 執印御分被進之、

93 東北院 大和 若槻 観恵 自前殿下御寄進春日社云々、神木御帰坐之時御引出物
云々、

94 東北院 河内 輪田 有官別当親俊
95 東北院 河内 支子 三条宰相実任 左府生武次拝領之、
96 東北院 河内 朝妻 多武峰 多武峯
97 東北院 河内 若窪 内竪俸禄拝領之、

98 東北院 和泉 長滝 資冬、後宮御方御分、致有知行之、 南都、包富名六条院領知之、弥富方下司幷惣公文職道悟
給之、

99 東北院 和泉 禅興寺 □□御分
100 東北院 近江 野洲勅旨 二条大納言入道 三条少将公世朝臣
101 東北院 近江 首頭 親顕拝領之、 政所
102 東北院 但馬 与布土 高倉宰相経守卿、後公長朝臣、 少納言入道
103 東北院 筑前 垣崎 被付寺家云々、
104 東北院 伊勢 日置 隆長相伝云々、 前美作守知雄
105 東北院 伊勢 窪田 頼隆知行之、 北野社御上分、但辞退之、
106 東北院 紀伊 池田 為御祈祷料所、三蔵院僧正範憲知行之、 南都
107 東北院 紀伊 藤並 御随身延峯、後頼隆知行之、 細工所料也、但辞退之、
108 東北院 讃岐 里海 九条三位隆教卿相伝之、被下政所御下文、後家倫拝領之、 家倫朝臣
109 東北院 美濃 勅旨田 御随身重武辞退之、以隆朝臣知行、 右馬権頭康統
110 東北院 尾張 枳豆志 経世朝臣 春日御師祐康
111 東北院 尾張 勅旨田 日向左衛門尉親長辞退之、
112 東北院 遠江 吉美 五辻二位 一条前右兵衛督実豊朝臣相伝之、

113 東北院 越前 曽万布 自二条殿御時正安四年、限十ヵ年被寄進春日西御塔造営
料、（西南院法印知行之、） 南都、前藤宰相頼教卿、但南都猶知行之云々、

114 東北院 甲斐 布施 五辻中将忠氏朝臣 一音院供僧
115 東北院 越後 波多岐 公長朝臣 三条中将公世朝臣
116 平等院 山城 祝薗 敦継朝臣、後定親、 信濃守永説
117 平等院 近江 大与度 致有 平等院造営料所、自一条殿御代被寄之、
118 平等院 近江 安孫子 為御服料所、伯三位母儀知行之、後民部卿（頼藤）給之、 納殿料所通国

119 平等院 近江 河上 被付平等院修理料所、泰継朝臣知行之、後寺家召付雑掌
云々、 平等院

120 平等院 近江 小田上 同 同

121 平等院 近江 勝因 執行快素法印 政所、但上表之、近年有名無実云々、但北野社御師明俊
拝領之、

122 平等院 摂津 杭全 被付平等院修理料所、頼隆知行、後寺家召付雑掌、 平等院
123 平等院 河内 玉櫛 前藤中納言俊光卿 平等院造営料所云々、

124 平等院 播磨 黒田 為三位中将殿御服料所、民部卿知行之、于後一音院殿御
知行之、其後高倉宰相拝領、 葉室中納言

125 平等院 備前 裳懸 為平等院舞装束料所、舞人久春拝領之、 伶人肥後前司久春、舞装束料所云々、
126 平等院 備中 井原 宮御方、御随身久重給之、後日小政所御分、 菅三位殿
127 平等院 備中 橋本 通景拝領之、 大原野神主季房、社領云々、
128 平等院 出雲 富田 式部大輔在輔卿 前右大弁三位被拝領之、
129 平等院 但馬 樋爪 細工所料所、行職拝領之、 南曹弁、右大弁国俊朝臣
130 平等院 肥後 甘木 平等院料所、教律上人知行之、後公文信盛知行之、 平等院往古料所
131 平等院 越後 大嶋 近衛殿御領也、
132 平等院 越後 紙屋 同
133 平等院 越中 一瀬保 執行法印
134 平等院末寺 山城 善縁寺 源助僧正、後光経給之、 聖無動院僧正称勅裁地知行之、
135 平等院末寺 山城 禅定寺 同 慈恩寺
136 平等院末寺 山城 日尾寺 同 九条大納言入道殿
137 平等院末寺 山城 山滝寺 舞人忠有
138 平等院末寺 山城 理興寺 執印 執印御分
139 平等院末寺 山城 岡本寺 【欠】
140 平等院末寺 山城 弥勒寺 【欠】 執印御分
141 平等院末寺 山城 安養寺 【欠】
142 平等院末寺 摂津 蓮台寺 【欠】 執印御分
143 平等院末寺 河内 若江寺 【欠】 弁入道殿被執申之間、被下之、
144 平等院末寺 伊勢 極楽寺 【欠】
145 此外 備前 鹿田 【欠】 執事右少弁長顕
146 此外 越前 方上 【欠】 年預蔵人次官朝房、但辞退之、宣光朝臣拝領、
147 此外 河内 河南牧 【欠】 前春宮大進頼為
148 此外 河内 河北牧 【欠】 前右兵衛佐在親朝臣
149 此外 大和 佐保殿 【欠】 執事
150 此外 大和 宿院 【欠】 南曹弁
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No． 群 国 名 嘉元目録肩付 暦応目録肩付

1 氏院 山城 田原 房成朝臣
2 氏院 丹波 小原 公兼 前和泉守光信被拝領之、
3 氏院 丹波 草山 頼任朝臣 知□
4 氏院 丹波 藤坂 豊藤 阿波左衛門尉致秀拝領之、但上表云々、
5 氏院 丹波 御厨立 知院事□□
6 氏院 丹波 坂田 同 勧学院知院事行職
7 氏院 丹波 莵原 前藤中納言 大理資［　　　］御神楽料所云々、

8 氏院 丹波 竃谷 大原野社為二季御神楽料、自前殿御時御寄付、当御代同
御寄進之、 大原野社領

9 氏院 近江 儀俄 春日社御寄進地也、 南都西南院知行之云々、
10 氏院 近江 篠田 政所料所也、 前右兵衛佐在親朝臣
11 氏院 伊勢 鈴鹿 為納殿料所通景拝領之、後定親、 前藤宰相頼教卿
12 氏院 志摩 和具 国弘、但退之、 同
13 氏院 尾張 玉江 在雅 橘大夫以範
14 氏院 遠江 浅羽 大外記師顕相伝云々、 大外記師右相伝之、
15 氏院 陸奥 長江 弁別当経世朝臣

16 氏院 紀伊 櫟原 武家相伝之云々、但被付道円上人、而不叙用之間、辞退
之、関東進止地云々、 今度御敵押領之間、不及被付給主云々、

17 氏院 紀伊 石田 光世、但辞退之、同前櫟原庄也、 同
18 氏院 紀伊 有間 同
19 氏院 紀伊 日高 清康入道相伝之、 同
20 氏院 紀伊 宮原 元綱相伝、 同
21 氏院 播磨 垣岡 為御服所料所、定親知行之、 日野藤少納言
22 氏院 播磨 滝野 中御門前中納言（為方）、于後前藤中納言拝領之、 大理資明卿相伝云々、
23 氏院 播磨 滝野内高嶋 同
24 氏院 播磨 英賀 御随身久重、但辞退之、以隆朝臣給之、 前兵衛佐在親朝臣
25 氏院 播磨 粟賀 行長朝臣被召御年貢、後一音院殿 医師尚康朝臣相伝、被召御年貢云々、
26 氏院 播磨 伊保 弁別当経世朝臣 前左馬助康統
27 氏院 備前 鴨津 同 勧学院
28 氏院 備前 羽野 同 同
29 氏院 備中 真鍋 同 南曹弁国俊朝臣
30 氏院 備中 生坂 舞人忠有、為法成寺舞装束料所知行之、 伶人上総将監
31 氏院 安芸 倉橋 舞人久世、為平等院舞装束料所知行之、 舞人久俊

32 氏院 周防 潟上 浄妙寺造営料所、自前殿御時被寄之、当御代同無子細被
寄付之、 少納言入道

33 氏院 長門 大野 舞人久春、為春日御神楽料所被付之、
34 氏院 長門 宿院七名 弁別当管領也、 南曹弁管領之、
35 法成寺 山城 九条領在家
36 法成寺 山城 大原領寄人
37 法成寺 大和 稲梁 六条前中納言（有房卿）相伝之、 春日社
38 法成寺 大和 仲河 柳殿宮御相伝之、 有官別当親夏拝領、但上表之、大蔵権大輔英長拝領之、
39 法成寺 大和 長田 南都知行、
40 法成寺 河内 天野杣 会所隆兼相伝之、 御敵押領之間、不及被付給主云々、
41 法成寺 河内 竹村 大北政所御方、但御上表云々、
42 法成寺 河内 長野 多武峰 葉□大納言入道
43 法成寺 摂津 杜本 致景、有名無実之間、不及所務云々、
44 法成寺 摂津 味舌 以材 美作権守知雄
45 法成寺 近江 玉造 柳殿宮御相伝之、 柳殿宮御相伝、

46 法成寺 近江 愛智勅旨 □成寺造営料所、自前殿御時阿忍上人知行之、後執行法
印、 源大夫英長

47 法成寺 近江 日野牧 同 北政所御分、前藤宰相頼教卿知行之、但御辞退之間、一
音院太子聖知行之、

48 法成寺 近江 本牧 同 同
49 法成寺 近江 安吉 同 細工所料所行秀
50 法成寺 近江 奥野 頼任朝臣 八条前少将実興
51 法成寺 丹波 田原桐野牧 定親 前右兵衛佐在親朝臣
52 法成寺 丹波 瓦屋 執行分 女官三位殿
53 法成寺 丹後 三箇 被付寺家、 前藤宰相頼教卿
54 法成寺 但馬 勅旨田 吉田神主
55 法成寺 出雲 宇賀
56 法成寺 隠岐 重栖 政所親俊、地頭請所、公用三十貫
57 法成寺 播磨 緋田 法成寺大仏師院信法印相伝之、 仏師院猷依謀書之科被収公之、被付政所云々、
58 法成寺 備後 勅旨田 細工所料所行秀、但辞退之、大外記師利
59 法成寺 紀伊 吉仲 仏師院賢相伝、 仏師清松丸
60 法成寺 讃岐 三崎 房範朝臣三方相論之間、不被究訴陳之最中、御上表云々、
61 法成寺 豊前 弓削田 執行法印 侍所勾当嗣長
62 法成寺 駿河 小泉
63 法成寺末寺 山城 成道寺
64 法成寺末寺 山城 祇陀林寺
65 法成寺末寺 山城 光明寺
66 法成寺末寺 山城 青滝寺
67 法成寺末寺 大和 法輪寺 前漏刻博士定行
68 法成寺末寺 河内 妙見寺
69 法成寺末寺 河内 常楽寺
70 法成寺末寺 伊勢 尼寺 祇園社御師被下之、御祈料所
71 法成寺末寺 伊勢 慈悲山寺
72 法成寺末寺 近江 観音寺 八条少将
73 法成寺末寺 近江 光明寺
74 法成寺末寺 近江 紙屋寺 内大臣法印覚信
75 法成寺末寺 美濃 大隆寺
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寺
家
﹂
と
さ
れ
る
所
領
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
所
領
を

53

管
轄
す
る
寺
が
︑
別
個
の
給
主
を
介
す
る
こ
と
な
く
︑
直
接
知
行
し
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
執
印
﹂
﹁
執
行
﹂
な
ど
と
あ
る
も
の
は
︑
各
寺
院
の
別
当
な
ど
︑
指

導
的
立
場
に
あ
る
人
物
の
知
行
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
肩
付
に
は
︑

藤
原
氏
所
縁
の
寺
社
と
し
て
︑
氏
神
で
あ
る
春
日
社
︵
�
︶
や
︑
こ
れ
を
京
都
に
勧
請
し

た
こ
と
に
始
ま
る
大
原
野
︵
�
)
・
吉
田
︵

︶
両
社
︑
藤
原
氏
の
祖
鎌
足
を
祭
神
と
す

86

る
多
武
峯
︵
談
山
神
社
︶
︵

・

・

︶
︑
藤
原
道
長
が
山
城
国
木
幡
の
藤
原
氏
の
墓
所

42

91

96

に
建
立
し
た
浄
妙
寺
︵

︶
な
ど
が
見
え
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
当
時
す
で
に
退
転
し
て
い
た

32

と
さ
れ
る
浄
妙
寺
の
造
営
料
所
に

が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑

32

藤
原
氏
長
者
と
し
て
所
縁
の
寺
社
に
配
慮
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒

そ
れ
で
は
解
題
が
指
摘
し
︑
前
節
で
裏
付
け
作
業
を
行
っ
て
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
と

認
定
し
得
た
人
々
は
︑
ど
の
よ
う
に
本
目
録
に
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
を
確
認

す
る
た
め
︑
前
節
で
検
証
し
た
人
々
の
名
が
見
え
る
所
領
を
拾
い
出
し
て
み
た
︵
表
�
︶︒

表
�
で
は
解
題
の
検
討
か
ら
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
と
判
断
で
き
る
人
物
を
ゴ
シ
ッ
ク

表
記
し
︑
基
本
的
に
最
終
給
主
名
だ
け
を
示
し
た
が
︑
肩
付
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
当
初
予

定
さ
れ
て
い
た
給
主
か
ら
別
の
人
物
に
給
主
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
最

終
給
主
名
の
あ
と
に
︑
︵
↑
当
初
指
名
者
名
︶
の
よ
う
に
表
記
し
︑
給
主
の
移
動
を
明
確

に
し
た
︒
以
下
の
表
中
で
も
︑
給
主
の
移
動
は
同
様
に
表
記
す
る
︒

し
か
し
表
�
か
ら
は
︑
彼
等
が
給
さ
れ
た
所
領
の
特
殊
性
は
︑
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
︒

﹁
群
﹂
に
関
し
て
は
︑
や
や
法
成
寺
の
所
領
へ
の
か
か
わ
り
が
薄
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑

そ
の
こ
と
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
ま
た
所
在
す
る
地
域
は
概
ね
畿
内
近
国
と
見
て

よ
く
︑
や
は
り
奉
行
の
便
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
唯
一
特
殊
に
思
え
る
の
は
︑

九
条
光
経
が
給
主
と
な
っ
た
︑
善
縁
寺
・
禅
定
寺
・
日
尾
寺
の
平
等
院
末
寺
群
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
う
ち
禅
定
寺
は
現
在
も
所
在
し
︑
中
世
史
料
も
残
さ
れ
て
い
て
研
究
も
豊
富
で
あ
る(

)
11
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表 2

表 1
No． 群 国 名 嘉元目録

3 氏院 丹波 草山 葉室頼任
7 氏院 丹波 莵原 日野俊光
11 氏院 伊勢 鈴鹿 九条定親（←通景）
21 氏院 播磨 垣岡 九条定親
22 氏院 播磨 滝野 日野俊光（←中御門為方）
24 氏院 播磨 英賀 橘以隆（←秦久重）
50 法成寺 近江 奥野 葉室頼任
51 法成寺 丹波 田原桐野牧 九条定親
88 東北院 摂津 山本 葉室頼房
89 東北院 摂津 新屋 良信（←秦利方）
98 東北院 和泉 長滝 日野資冬
100 東北院 近江 野洲勅旨 葉室頼親
102 東北院 但馬 与布土 公長（←高倉経守）
107 東北院 紀伊 藤並 冷泉頼隆（←秦延峯）
108 東北院 讃岐 里海 藤原家倫（←九条隆教）
109 東北院 美濃 勅旨田 橘以隆（←秦重武）
116 平等院 山城 祝薗 九条定親（←藤原敦継）
118 平等院 近江 安孫子 葉室頼藤（←白川資通王母）
123 平等院 河内 玉櫛 日野俊光
124 平等院 播磨 黒田 高倉経守（←九条房実←葉室頼藤）
126 平等院 備中 井原 小政所（←秦久重）
134 平等院末寺 山城 善縁寺 九条光経（←源助僧正）
135 平等院末寺 山城 禅定寺 九条光経（←源助僧正）
136 平等院末寺 山城 日尾寺 九条光経（←源助僧正）



が
︑
善
縁
寺
・
日
尾
寺
の
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
関
連
史
料
が
乏
し
い
状
況

は
他
の
所
領
に
つ
い
て
も
同
様
で
︑
情
勢
が
い
く
ら
か
で
も
わ
か
る
所
領
は
︑
楠
木
正
成

の
一
族
が
拠
点
と
し
た
と
さ
れ
る
河
内
国
玉
櫛
荘
︵

︶
と
︑
九
条
家
領
和
泉
国
日
根
野

123

荘
に
隣
接
す
る
長
滝
荘
︵

︶
ぐ
ら
い
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
長
滝
荘
の
肩
付
は
興
味
深
い

98

が
︑
暦
応
目
録
の
肩
付
と
と
も
に
第
四
章
で
検
討
し
た
い
︒

そ
う
し
た
な
か
で
︑
当
初
九
条
家
か
ら
給
主
と
し
て
指
名
さ
れ
な
が
ら
︑﹁
辞
退
﹂
し

た
も
の
の
す
べ
て
が
︑
随
身
と
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
︒
表
�
中

給
主
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の
は
一
五
ヶ
所
だ
が
︑
変
更
の
理
由
を
﹁
辞
退
﹂
と
明
記
し
て

い
る
の
は
久
重
︵

)
・
利
方
︵

)
・
重
武
︵

︶
の
三
ヶ
所
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
随
身

24

89

109

で
あ
っ
た(

)
︒
同
じ
く
随
身
で
あ
る
延
峯
︵

︶
も
︑
他
の
三
人
の
態
度
を
踏
ま
え
れ
ば
︑

12

107

実
質
的
に
は
﹁
辞
退
﹂
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
︑
九
条
家
を
取
り

巻
く
人
々
の
環
境
を
推
測
す
る
う
え
で
︑
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
随
身
は
貴
人

の
身
辺
警
護
を
担
当
す
る
武
官
で
︑
随
身
の
人
数
は
警
護
対
象
者
の
立
場
に
よ
っ
て
規
定

が
あ
っ
た
︒
ま
た
そ
の
職
務
内
容
の
性
格
か
ら
︑
次
第
に
警
護
対
象
者
と
の
私
的
な
主
従

関
係
が
強
ま
り
︑
院
家
や
摂
関
家
の
家
臣
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
︒
久
重

ら
四
名
が
﹁
九
条
家
代
々
御
随
身
﹂
と
称
さ
れ
た
の
も
︑
彼
等
の
一
族
が
九
条
家
の
家
臣

化
を
進
め
た
結
果
で
あ
っ
た
︒

彼
等
は
九
条
家
に
と
っ
て
︑
あ
る
意
味
で
は
側
近
と
も
い
え
る
人
々
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
︑
し
か
し
そ
の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
身
辺
警
護
の
武
官
で
あ
っ
て
︑
公
家
社
会
の
な
か

で
は
底
辺
を
支
え
る
階
層
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
あ
た
り
に
︑
九
条
家

か
ら
の
指
名
を
﹁
辞
退
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

彼
等
が
指
名
さ
れ
た
の
は
︑
摂
関
家
が
継
承
す
る
所
領
の
担
当
者
で
あ
っ
た
か
ら
︑
実
際

に
は
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
及
ぼ
せ
た
か
は
別
に
し
て
︑
知
行
者
と
し
て
所
領
に
か
か
わ

る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

例
え
ば
﹃
勘
仲
記
﹄
弘
安
七
年
︵
一
二
八
四
︶
八
月
二
五
日
条
に
は
︑﹁
向
金
吾
局
宿

所
︑
宇
治
供
僧
六
口
出
来
︑
河
上
庄
供
料
事
︑
与
給
主
所
談
也
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
河
上
荘

が
渡
荘
︵

︶
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
︑
給
主
金
吾
局
は
平
等
院
の
供
僧
等
と
供
料
に

119

つ
い
て
相
談
し
て
お
り
︑
彼
女
が
河
上
荘
に
対
し
て
具
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
ま
た
表
�
の
長
滝
荘
︵

︶
の
肩
付
を
見
れ
ば
︑
日
野
資
冬
が
給
主
と
し
て
指

98

名
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑﹁
致
有
﹂
と
い
う
人
物
が
実
際
の
知
行
に
当
た
っ
て
い
る
︒
お

そ
ら
く
給
主
に
指
名
さ
れ
た
人
々
の
性
格
を
考
え
れ
ば
︑
当
人
達
が
九
条
家
・
朝
廷
と
の

か
か
わ
り
を
絶
っ
て
現
地
に
赴
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
︑
彼
等
の
家
臣
あ
る
い

は
縁
者
が
実
質
的
な
知
行
者
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
嘉
元
目
録
で
ほ
ぼ
全
員
の
随
身
が

給
主
と
な
る
こ
と
を
﹁
辞
退
﹂
し
た
と
い
う
事
実
は
︑
彼
等
に
は
そ
う
し
た
人
的
・
経
済

的
な
余
裕
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う(

)
︒

13

逆
に
表
�
中
︑
姓
を
明
ら
か
に
し
得
る
最
終
給
主
で
︑
こ
れ
ま
で
に
検
討
の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
人
物
は
︑
橘
以
隆
・
冷
泉
頼
隆
・
藤
原
家
倫
の
三
名
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
頼

隆
は
正
和
四
年
︵
一
三
一
五
︶
公
卿
に
列
せ
ら
れ
る
が
︑
当
時
は
正
四
位
下
で
︑
九
条
家

の
信
頼
篤
い
高
倉
経
守
と
は
従
兄
弟
関
係
に
あ
る
︒
頼
隆
は
伊
勢
国
窪
田
荘
︵

︶
の
ほ

105

か
紀
伊
国
藤
並
荘
︵

︶
の
給
主
で
も
あ
っ
た
︒
ま
た
家
倫
は
康
永
二
年
︵
一
三
四
二
︶

107

に
公
卿
と
な
っ
た
が
︑
当
時
は
式
部
大
丞
︒
正
中
二
年
︵
一
三
二
五
︶
に
は
文
章
博
士
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
儒
家
の
一
族
で
あ
っ
た
︒
摂
関
家
の
当
主
が
︑
儒
家
や
歌
人
︑
医

師
や
陰
陽
師
と
い
っ
た
特
殊
な
技
能
・
才
能
を
有
す
る
人
々
と
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
︑
近
衛
家
の
所
領
目
録(

)
を
分
析
し
た
際
に
明
ら
か
に
し
た
点(

)
で
︑
九
条

14

15

家
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
︒

そ
れ
で
は
橘
以
隆
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
ろ
う
か
︒
彼
は
﹃
公
卿
補
任
﹄
に
名
を
連

（ 27 ）



ね
る
よ
う
な
上
層
の
貴
族
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
︑
以
隆
一

族
は
歴
代
橘
氏
の
氏
長
者
と
な
っ
て
お
り
︑
以
隆
の
曾
祖
父
以
政
は
﹃
玉
葉
﹄
に
九
条
家

の
家
司
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
︒
ま
た
戦
国
期
の
九
条
家
当
主
尚
経
が
書
き
残
し
た

﹁
薄
並
五
辻
流
系
図(

)
﹂
で
は
︑
両
家
は
九
条
家
の
﹁
家
礼
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
︒﹁
薄
一

16

流
﹂
と
し
て
は
以
隆
の
曾
孫
以
基
以
下
の
名
が
挙
が
っ
て
お
り
︑
鎌
倉
初
期
以
降
︑
彼
等

は
営
々
と
九
条
家
に
近
侍
し
て
い
た
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て

﹁
家
礼
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
家
司
と
し
て
の
立
場
は
決
し
て
低
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
︒
嘉
元
目
録
に
は
以
隆
の
子
以
材
の
名
も
見
え
て
お
り
︵

︶︑
彼
等
が
歴

44

代
︑
九
条
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

あ
ら
た
め
て
表
�
を
見
直
せ
ば
︑
九
条
家
の
有
力
な
家
司
と
し
て
︑
の
ち
に
主
家
の
経

済
を
も
支
え
た
唐
橋
家
の
人
物
で
あ
る
在
雅
︵

︶
の
名
も
見
え
て
い
る
︒
以
隆
や
在
雅

13

と
い
っ
た
︑
九
条
家
内
に
お
い
て
相
応
の
立
場
に
あ
っ
た
も
の
が
︑
渡
荘
の
給
主
を
つ
と

め
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
一
線
が
ど
こ
で
引
か
れ
る
の
か
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
︑

摂
関
家
の
家
臣
団
の
構
成
を
考
え
る
う
え
で
︑
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
︒

三

暦
応
目
録
肩
付
の
再
検
討

続
い
て
︑
表
�
の
暦
応
目
録
の
記
載
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
嘉
元
目
録
同
様
︑
管

轄
寺
院
も
し
く
は
そ
の
指
導
的
な
立
場
の
人
物
が
︑
別
個
の
給
主
を
介
在
さ
せ
ず
に
知
行

し
て
い
る
所
領
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
春
日
社
︵

・

)・
大
原
野
社

37

93

︵
�
・

)
・
吉
田
社
︵

・

)
・
多
武
峯
︵

・

︶
と
い
っ
た
︑
藤
原
氏
と
縁
が
深

127

54

86

91

96

い
神
社
を
給
主
と
す
る
所
領
は
確
認
で
き
る
が
︑
浄
妙
寺
の
記
載
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
点
は
浄
妙
寺
の
退
転
が
︑
嘉
元
目
録
段
階
以
降
進
展
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒

逆
に
︑
嘉
元
目
録
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︑
北
野
社
︵

・

︶
や
西
南
院
︵
�
)・

105

121

一
音
院
︵

・

・

)・
聖
無
動
院
︵

)・
慈
恩
寺
︵

︶
な
ど
の
寺
院
名
が
見
え
て

47

48

114

134

135

い
る
︒
北
野
社
に
つ
い
て
は
︑
足
利
尊
氏
が
鎮
西
へ
敗
走
し
た
際
に
菅
原
道
真
を
守
護
神

と
し
︑
以
後
と
く
に
崇
敬
し
た
と
さ
れ
︑
そ
の
後
の
室
町
将
軍
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
と
い

う(
)

︒
北
野
社
に
関
連
す
る
記
載
は
︑
こ
う
し
た
室
町
幕
府
と
北
野
社
と
の
関
係
を
配
慮
し

17た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
寺
院
に
関
し
て
は
︑
平
等
院
末
寺
の
給
主
と
な
っ
た

聖
無
動
院
・
慈
恩
寺
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
一
音
院
は
藤
原
氏
の
氏
寺
法
性
寺
の
子
院
で
︑

嘉
元
目
録
に
﹁
後
一
音
院
殿
﹂︵

・

︶
と
見
え
る
の
が
︑
九
条
家
の
当
主
房
実
で
あ

25

124

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
九
条
家
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
︒
房
実
は
嘉
暦
二

年
︵
一
三
二
七
︶
に
没
し
て
お
り
︑
暦
応
目
録
で
一
音
院
の
聖
や
供
僧
に
三
ヶ
所
が
給
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
西
南
院
は
︑
嘉
元
目
録
で
も
期
限
付
き
で
春
日
社
の
御
塔
造
営
料
所
に
寄
進
さ
れ

た
越
前
国
曽
万
布
荘
︵

︶
の
知
行
者
と
し
て
﹁
西
南
院
法
印
﹂
と
見
え
て
い
る
︒
東
大

113

寺
に
も
同
名
の
塔
中
が
存
在
す
る
が(

)
︑
暦
応
目
録
に
は
﹁
南
都
﹂
と
冠
さ
れ
て
お
り

18

︵
�
︶︑﹁
南
都
﹂
の
一
般
的
な
用
法
や
︑
嘉
元
目
録
段
階
で
の
春
日
社
と
の
関
係
を
踏
ま

え
れ
ば
︑
興
福
寺
の
塔
中
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
興
福
寺
の
塔
中
と
し
て
の
西
南
院
の
名

を
確
認
で
き
る
史
料
は
多
く
な
い
が
︑
日
野
俊
光
の
後
胤
で
︑
文
明
五
年
︵
一
四
七
三
︶

に
興
福
寺
別
当
に
任
じ
ら
れ
た
光
淳
は
西
南
院
に
入
っ
て
い
た
ら
し
い(

)
︒

19

と
こ
ろ
で
︑
暦
応
目
録
で
も
っ
と
も
特
徴
的
な
肩
付
は
︑﹁
御
敵
押
領
之
間
︑
不
及
被

付
給
主
云
々
﹂︵

・

︶
の
記
載
で
あ
ろ
う
︒
目
録
成
立
の
暦
応
五
年
は
︑
鎌
倉
幕
府

16

40

の
滅
亡
か
ら
建
武
政
権
の
誕
生
︑
そ
し
て
そ
の
政
権
の
崩
壊
と
室
町
幕
府
の
成
立
︑
と
い

う
激
動
期
を
経
て
︑
幕
府
・
北
朝
方
と
吉
野
を
本
拠
と
し
た
南
朝
方
の
抗
争
が
全
国
的
に

展
開
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
表
�
で
櫟
原
荘
︵

︶
と
﹁
同
﹂
と
さ
れ
た
所
領
も
含

16

（ 28 ）



め
れ
ば
︑
﹁
御
敵
押
領
﹂
の
所
領
は
︑
紀
伊
国
の
櫟
原
・
石
田
︵

)・
有
間
︵

)・
日

17

18

高
︵

)
・
宮
原
︵

︶
の
各
荘
と
河
内
国
の
天
野
杣
︵

︶
の
五
ヶ
所
で
あ
っ
た
︒
こ

19

20

40

の
う
ち
︑
紀
伊
国
の
諸
荘
園
は
現
在
の
有
田
市
︵
宮
原
荘
)
・
御
坊
市
︵
日
高
荘
)・
上
富

田
町
︵
櫟
原
荘
・
石
田
荘
)
・
熊
野
市
︵
有
間
荘
︶
な
ど
の
︑
比
較
的
沿
岸
部
に
所
在
し

た
と
さ
れ
て
お
り
︑
南
朝
方
と
し
て
行
動
し
た
熊
野
水
軍
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
ま
た
天
野
杣
︵
河
内
長
野
市
︶
に
は
︑
南
朝
方
の
中
核
的
な
寺
院
で
あ
る
金
剛

寺
が
所
在
し
て
お
り
︑
摂
関
家
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

﹁
不
及
被
付
給
主
﹂
と
さ
れ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た(

)
︒

20

さ
て
解
題
は
︑
嘉
元
目
録
の
肩
付
中
の
人
々
に
つ
い
て
の
検
証
・
指
摘
は
行
っ
て
い
る

が
︑
暦
応
目
録
の
肩
付
人
名
に
関
す
る
検
証
は
行
っ
て
い
な
い
︒
両
目
録
の
性
格
を
勘
案

す
れ
ば
︑
暦
応
目
録
の
肩
付
人
名
も
九
条
家
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら

か
で
︑
ひ
と
ま
ず
前
節
で
確
認
し
た
人
物
の
縁
者
と
思
わ
れ
る
人
名
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

た
も
の
が
表
�
で
あ
る
︒
表
の
﹁
関
係
﹂
欄
に
は
︑
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
し
た
人
物
と
嘉
元
目

録
中
の
人
物
と
の
関
係
を
示
し
た(

)
︒
こ
の
ほ
か
︑
前
節
ま
で
に
検
討
し
な
か
っ
た
嘉
元
目

21

録
中
の
人
物
の
子
孫
と
し
て
は
︑
三
条
実
任
︵

︶
の
孫
公
世
︵

・

︶
や
︑
中
御
門

95

100

115

為
方
︵

︶
の
曾
孫
﹁
前
右
大
弁
三
位
﹂
為
治
︵

︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

22

128

表
�
と
あ
わ
せ
て
表
�
を
確
認
す
れ
ば
︑
嘉
元
目
録
で
﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
と
認
定

で
き
た
一
族
は
︑
ほ
ぼ
暦
応
目
録
で
も
給
主
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
彼
等
が
個
人
と
し
て

で
は
な
く
︑
一
族
と
し
て
主
家
九
条
家
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒
そ

し
て
表
�
か
ら
は
︑
と
く
に
唐
橋
家
・
葉
室
家
の
隆
盛
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
︒
先
に
触
れ

た
よ
う
に
唐
橋
家
は
九
条
家
を
支
え
る
有
力
な
一
族
に
成
長
し
︑
葉
室
家
は
実
務
官
僚
と

し
て
朝
廷
政
治
を
支
え
る
一
族
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
九
条
家
が
公
私
に
わ

た
る
配
慮
に
基
づ
き
渡
荘
の
給
主
を
指
名
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

四

両
目
録
の
比
較

最
後
に
︑
両
目
録
の
肩
付
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
く
る
点
を
︑
い
く
つ

か
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
表
�
を
概
観
し
て
気
が
つ
く
の
は
︑
給
主
を
世
襲
し
て
い
る
渡
荘
が
意
外
に
少
な

（ 29 ）

表 3

表 1
No． 群 国 名 暦応目録 関係

7 氏院 丹波 莵原 柳原資明 日野俊光子
10 氏院 近江 篠田 唐橋在親 在雅子
11 氏院 伊勢 鈴鹿 葉室頼教 頼房子
12 氏院 志摩 和具 葉室頼教 頼房子
13 氏院 尾張 玉江 橘以範 以材孫
21 氏院 播磨 垣岡 日野少納言 俊光孫時光ヵ
22 氏院 播磨 滝野 柳原資明 日野俊光子
23 氏院 播磨 滝野内高嶋 柳原資明 日野俊光子
24 氏院 播磨 英賀 唐橋在親 在雅子
42 法成寺 河内 長野 葉室長隆 頼藤子
47 法成寺 近江 日野牧 一音院太子聖（←葉室頼教） 頼房子
48 法成寺 近江 本牧 一音院太子聖（←葉室頼教） 頼房子
51 法成寺 丹波 田原桐野牧 唐橋在親 在雅子
53 法成寺 丹後 三箇 葉室頼教 頼房子
82 東北院 山城 田原 秦武近 九条家御随身
87 東北院 摂津 能勢 秦久春（←橘以範） 九条家御随身
94 東北院 河内 輪田 冷泉親俊 頼隆甥定親子
95 東北院 河内 支子 秦武次 九条家御随身
108 東北院 讃岐 里海 藤原家倫 当人
124 平等院 播磨 黒田 葉室長光 頼藤子
136 平等院末寺 山城 日尾寺 九条光経 当人
145 此外 備前 鹿田 葉室長顕 頼藤孫
146 此外 越前 方上 宣光（←九条朝房） 光経子
148 此外 河内 河北牧 唐橋在親 在雅子
149 此外 大和 佐保殿 葉室長顕 頼藤孫



い
と
い
う
点
だ
ろ
う
︒
両
目
録
で
︑
給
主
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
渡
荘
を
一
覧
に
す
れ

ば
︑
表
�
の
よ
う
に
な
る
︒
明
確
に
給
主
を
継
承
し
て
い
る
大
原
野
︵
�
)・
吉
田

︵

)
・
多
武
峯
︵

・

)
・
平
等
院
︵

・

・

︶
や
︑
実
質
的
な
興
福
寺
の
継
承

86

91

96

119

122

130

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
︵

・

︶
な
ど
︑
多
く
は
藤
原
氏
所
縁
の
寺
社
の
も
と
で

106

113

管
理
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
給
主
は
︑
氏
長
者
が
近
衛
家
な
ど

に
替
わ
っ
て
も
交
替
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

一
方
両
目
録
で
同
一
の
渡
荘
に
︑
同
一
の
給
主
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
柳
殿
宮

︵

︶
と
藤
原
家
倫
︵

︶
の
み
で
あ
る
︒
家
倫
が
儒
家
の
一
族
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

45

108

指
摘
し
た
が
︑
嘉
元
目
録
で
は
大
和
国
仲
河
荘
︵

︶
の
給
主
に
も
な
っ
て
い
る
柳
殿
宮

38

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
た
だ
﹁
本
朝
皇
胤
紹
運
録(

)
﹂
に
よ
れ
ば
︑
後
嵯
峨
天
皇
の
皇
女

22

に
﹁
柳
殿
﹂
と
称
し
た
内
親
王
が
存
在
し
た
︒
し
か
し
彼
女
の
事
蹟
は
︑
弘
長
二
年
︵
一

二
六
二
︶
右
馬
助
正
五
位
下
藤
原
孝
時
の
娘
博
子
を
母
親
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
以
外
不

明
で
あ
る
︒
母
博
子
や
そ
の
父
孝
時
に
つ
い
て
も
︑
九
条
家
や
摂
関
家
と
の
密
接
な
関
係

を
示
す
史
料
は
存
在
せ
ず
︑
柳
殿
宮
が
彼
女
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
渡
荘
の
給
主
を
相
伝

し
て
い
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い(

)
︒

23

た
だ
し
︑
大
外
記
中
原
師
顕
か
ら
孫
の
大
外
記
師
右
に
相
伝
さ
れ
た
渡
荘
︵

︶
や
︑

14

舞
人
︵

・

・

)
・
仏
師
︵

︶
の
間
で
引
き
継
が
れ
た
渡
荘
の
存
在
は
︑
そ
れ
ら

30

31

125

59

の
給
主
が
職
掌
に
対
し
て
指
名
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
儒
家
の
家
倫
が
相
伝

し
た
讃
岐
国
里
海
荘
︵

︶
は
︑
嘉
元
目
録
に
よ
れ
ば
当
初
︑
歌
人
の
九
条
隆
教
が
指
名

108

さ
れ
た
後
に
給
主
が
変
更
さ
れ
て
お
り
︑
や
は
り
特
殊
技
能
者
へ
の
給
付
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
︒
九
条
家
を
は
じ
め
と
す
る
摂
関
家
の
︑
特
殊
技
能
者
に
対
す
る
配
慮
が
格
別
で
あ

っ
た
こ
と
の
徴
証
で
あ
る
︒
と
く
に

・

は
﹁
舞
装
束
料
所
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
舞

30

31

人
・
仏
師
な
ど
の
職
掌
に
つ
い
て
は
︑
当
該
渡
荘
の
給
主
は
藤
原
氏
所
縁
の
寺
社
同
様
︑

（ 30 ）

表 1
No． 群 国 名 嘉元目録肩付 暦応目録肩付

8 氏院 丹波 竃谷 大原野社 大原野社
14 氏院 遠江 浅羽 中原師顕（大外記）相伝云々、 中原師右（大外記）相伝之、
30 氏院 備中 生坂 舞人忠有 伶人上総将監
31 氏院 安芸 倉橋 舞人久世 舞人久俊
45 法成寺 近江 玉造 柳殿宮御相伝之、 柳殿宮御相伝、
59 法成寺 紀伊 吉仲 仏師院賢、相伝、 仏師清松丸
86 東北院 山城 池田 吉田社 吉田神主
91 東北院 大和 大山 多武峰 多武峯
96 東北院 河内 朝妻 多武峰 多武峯
106 東北院 紀伊 池田 興福寺三蔵院僧正範憲知行之、 興福寺
108 東北院 讃岐 里海 藤原家倫 藤原家倫
113 東北院 越前 曽万布 春日西御塔造営料（西南院法印知行） 興福寺
119 平等院 近江 河上 平等院 平等院
122 平等院 摂津 杭全 平等院 平等院
125 平等院 備前 裳懸 舞人久春（平等院舞装束料所） 伶人肥後前司久春、舞装束料所
130 平等院 肥後 甘木 平等院 平等院　往古料所
138 平等院末寺 山城 理興寺 執印 執印御分

表 4



氏
長
者
の
交
替
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
同
じ
技
能
を
有
す
る
存
在
が
給
主
に
任
命
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

特
殊
技
能
者
と
し
て
の
職
掌
同
様
︑
摂
関
家
の
家
組
織
を
考
え
た
際
に
︑
嘉
元
目
録
の

﹁
弁
別
当
経
世
﹂
と
暦
応
目
録
の
﹁
南
曹
弁
国
俊
﹂
の
︑
肩
付
記
載
回
数
の
多
さ
は
注
目

さ
れ
る
︒
表
�
中
経
世
は
七
ヶ
所
︵

・

～

・

・

︶
︑
国
俊
は
四
ヶ
所
︵

・

15

26

29

34

110

29

・

・

︶
の
給
主
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
弁
別
当
と
南
曹
弁
は
︑
と
も
に
勧
学

34

129

150

院
別
当
の
こ
と
で
あ
り
︑
氏
院
弁
と
も
呼
ば
れ
る(

)
︒
勧
学
院
は
元
来
︑
藤
原
氏
学
生
の
寄

24

宿
舎
と
し
て
創
建
さ
れ
た
た
め
︑
藤
原
一
族
の
行
事
に
深
く
か
か
わ
る
機
関
で
あ
っ
た
︒

そ
の
結
果
︑
次
第
に
一
族
を
統
制
す
る
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
藤
原
氏
が
摂

関
家
と
し
て
成
長
し
て
い
く
な
か
で
︑
藤
氏
長
者
が
私
的
な
機
関
と
し
て
取
り
込
む
こ
と

に
な
る
︒
し
か
し
摂
関
期
ま
で
は
︑
弁
別
当
に
は
参
議
を
除
い
た
最
上
位
の
藤
原
氏
の
弁

官
が
任
じ
ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
守
ら
れ
た
た
め
︑
そ
の
任
命
に
長
者
の
意
思
が
反
映
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
院
政
期
に
は
こ
の
原
則
が
無
視
さ
れ
始
め
︑
摂
関
家
の

分
裂
に
伴
っ
て
︑
弁
別
当
は
氏
長
者
の
家
司
か
ら
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒

い
ま
︑
経
世
と
国
俊
を
﹃
弁
官
補
任
﹄
と
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
っ
て
確
認
す
れ
ば
︑
同

じ
く
勧
修
寺
流
の
人
物
だ
っ
た
︒
こ
の
一
族
は
︑
実
務
官
僚
と
し
て
多
く
の
弁
官
を
輩
出

し
つ
つ
︑
院
司
や
摂
関
家
家
司
を
兼
ね
て
︑
公
家
社
会
で
重
要
な
地
位
を
占
め
た
一
族
で

あ
る(

)
︒
と
く
に
経
世
の
父
︑
国
俊
の
曽
祖
父
に
あ
た
る
経
俊
は
︑
そ
の
父
資
経
や
兄
為
経

25

同
様
九
条
家
の
重
要
な
家
司
で
あ
っ
て
︑
九
条
家
と
の
密
接
な
関
係
は
日
記
﹃
経
俊
卿

記(
)

﹄
の
随
所
に
見
え
て
い
る
︒
経
世
と
国
俊
が
︑
伝
統
的
な
九
条
家
家
司
と
し
て
弁
別
当

26に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

こ
こ
で
︑
勧
学
院
の
所
領
に
つ
い
て
の
給
主
を
確
認
す
れ
ば
︑
嘉
元
目
録
で
は
経
世
の

四
ヶ
所
の
ほ
か
︑
弁
別
当
同
様
勧
学
院
の
職
員
で
あ
る
知
院
事
が
二
ヶ
所
︵
�
・
�
︶
の

給
主
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
暦
応
目
録
で
も
国
俊
の
二
ヶ
所
の
ほ
か
︑
一
ヶ
所
︵
�
︶
は

知
院
事
が
給
主
と
な
っ
て
お
り
︑
弁
別
当
・
知
院
事
と
い
う
地
位
が
継
承
し
た
給
主

︵
�
・

︶
は
︑
そ
の
立
場
に
対
し
て
指
名
さ
れ
た
も
の
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
︒
な
か
で

29

も
多
く
の
給
主
に
指
名
さ
れ
た
弁
別
当
は
︑
摂
関
家
内
部
に
お
い
て
や
は
り
特
筆
す
べ
き

地
位
な
の
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
両
目
録
を
比
較
す
れ
ば
︑
弁
別
当
が
給
主
と
さ
れ
た
所
領
は
七
ヶ
所
か
ら
四

ヶ
所
に
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
勧
学
院
職
員
が
給
主
に
指
名
さ
れ
て
い
る
と
い

う
視
点
か
ら
両
目
録
全
体
を
比
較
す
れ
ば
︑
嘉
元
目
録
で
は
先
の
九
ヶ
所
だ
が
︑
暦
応
目

録
で
は
先
の
五
ヶ
所
の
ほ
か
︑
有
官
別
当
が
指
名
さ
れ
た
二
ヶ
所
︵

・

︶
が
見
え
て
︑

38

94

全
体
で
は
七
ヶ
所
に
な
り
︑
減
少
の
幅
は
小
さ
く
な
る
︒
そ
し
て
こ
の
う
ち
︑
勧
学
院
領

以
外
の
給
主
に
は
︑
嘉
元
目
録
で
は
一
ヶ
所
︑
暦
応
目
録
で
は
四
ヶ
所
に
指
名
さ
れ
て
い

る
︒
彼
等
の
地
位
を
考
え
れ
ば
︑
勧
学
院
領
の
給
主
と
な
る
こ
と
は
必
然
と
い
え
る
が
︑

勧
学
院
領
以
外
の
給
主
へ
の
指
名
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
︒

院
政
期
以
降
︑
弁
別
当
が
摂
関
家
氏
長
者
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
と
い
う
傾
向
に
︑

当
然
勧
学
院
の
立
場
も
同
調
し
︑
そ
の
他
の
職
員
と
氏
長
者
と
の
関
係
も
深
め
ら
れ
た
に

違
い
な
い
︒
弁
別
当
の
給
主
指
名
の
減
少
と
︑
勧
学
院
職
員
が
同
院
領
以
外
の
給
主
に
指

名
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
る
と
い
う
現
象
は
︑
弁
別
当
と
い
う
地
位
を
越
え
て
︑
勧
学
院
職

員
が
氏
長
者
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
︑
河
内
国
輪
田
荘
︵

︶
の
給
主
﹁
有
官
別
当
親
俊
﹂
が
経
俊
の
兄
為
経
の
傍
流

94

冷
泉
親
俊
で
あ
り
︑
前
節
ま
で
九
条
家
と
の
密
接
な
関
係
を
度
々
指
摘
し
た
葉
室
家
も
勧

修
寺
流
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
氏
長
者
と
の
関
係
を
強
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
が
︑

同
流
の
人
々
だ
っ
た
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
表
�
に
よ
っ
て
両
目
録
を
比
較
す
る
と
︑
暦
応
目
録
に
﹁
辞
退
﹂﹁
上
表
﹂
の

（ 31 ）



文
字
が
頻
出
す
る
様
子
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
を
比
較
す
る
た
め
に
︑
表
�
袞
�
・
�
を
作

成
し
た(

)
︒
こ
の
二
表
に
よ
れ
ば
︑
嘉
元
段
階
で
給
主
の
交
替
が
あ
っ
た
の
は
一
七
ヶ
所
︑

27

暦
応
段
階
で
は
一
二
ヶ
所
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
当
初
指
名
者
の
意
思
に
よ
っ
て
給
主
が

交
替
し
た
と
認
め
ら
れ
る
の
は
︑
嘉
元
段
階
で
は
半
数
以
下
の
七
ヶ
所
で
あ
っ
た
の
に
対

し
︑
暦
応
段
階
で
は
一
一
ヶ
所
と
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
が
該
当
し
て
い
る
︒
わ
ず
か
に
該
当
し

な
い
播
磨
国
緋
田
荘
︵

︶
の
場
合
が
︑
当
初
指
名
者
が
﹁
謀
書
之
科
﹂
を
犯
し
て
収
公

57

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
暦
応
段
階
で
給
主
が
交
替
す
る
事
態
は
︑
当
初
指
名

者
の
希
望
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
表
�
と
表
�
袞
�
を
比
較
す
れ
ば
︑
暦
応
目
録
で
は
九
条
家
の
随
身
た
ち
が
給

主
を
﹁
辞
退
﹂
す
る
と
い
う
行
動
に
出
て
い
な
い
こ
と
に
も
気
が
つ
く
︒
逆
に
摂
津
国
能

勢
荘
︵

︶
で
は
︑
九
条
家
の
家
臣
と
し
て
あ
る
程
度
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
と
思
わ

87

れ
る
橘
以
範
が
給
主
を
﹁
辞
退
﹂
し
︑
随
身
の
久
春
が
拝
領
す
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ

て
い
る
︒
こ
れ
は
渡
荘
の
給
主
が
︑
相
応
の
経
済
的
・
人
的
余
裕
が
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
︑
嘉
元
目
録
か
ら
の
推
定
と
は
相
反
す
る
結
果
と
い
え
る
︒

し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
暦
応
段
階
に
お
け
る
不
知
行
地
の
増
加
と
い
う
点
と
密

接
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
﹁
御
敵
押
領
﹂
と
さ
れ
た
所
領
は

六
ヶ
所
に
の
ぼ
り
︑
そ
の
他
知
行
が
﹁
有
名
無
実
﹂
と
さ
れ
て
い
る
所
領
が
二
ヶ
所
確
認

で
き
る
︵

・

︶
︒
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
暦
応
段
階
は
嘉

43

121

元
段
階
と
比
較
し
て
︑
氏
長
者
の
家
司
が
現
地
に
実
質
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
き

わ
め
て
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
実
際
に
現
地
に
関
与
し
て
相
応
の
知
行
を
実

践
す
る
こ
と
が
で
き
た
以
範
の
よ
う
な
人
々
は
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
不
知
行
を
糾
弾
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
給
主
と
な
る
こ
と
を
避
け
︑
元
来
現
地
へ
の
関
与
が
難
し
か
っ
た
久
春

等
が
︑
名
誉
職
と
し
て
給
主
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
あ
く
ま
で
も
状
況
証
拠
の

み
か
ら
の
推
論
で
は
あ
る
が
︑
先
の
よ
う
な
渡
荘
給
主
の
変
更
状
況
は
︑
南
北
朝
内
乱
の

激
化
の
な
か
で
︑
氏
長
者
に
よ
る
渡
荘
経
営
の
困
窮
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
︒

し
か
し
氏
長
者
は
︑
渡
荘
の
経
営
を
ま
っ
た
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
九
条
家
が
︑
現
地
の
動
向
に
注
意
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
る
肩
付
も
︑
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
第
二
章
で
指
摘
し
た
︑

和
泉
国
長
滝
荘
︵

︶
の
肩
付
を
検
討
し
て
み
た
い
︒
同
荘
の
成
立
時
期
な
ど
は
は
っ
き

98

り
し
な
い
が
︑
隣
接
す
る
日
根
荘
が
九
条
家
の
有
力
な
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
連
で

知
ら
れ
る
︒
九
条
家
が
日
根
荘
と
し
た
荒
野
は
︑
九
条
家
領
と
な
る
以
前
に
高
野
山
も
開

発
を
目
指
し
た
が
︑
長
滝
荘
内
に
用
水
を
通
す
こ
と
の
了
解
を
得
ら
れ
ず
に
頓
挫
し
た(

)
︒

28

と
こ
ろ
が
九
条
家
は
︑
天
福
二
年
︵
一
二
三
四
︶
そ
の
了
解
を
取
り
付
け
︑
日
根
荘
の
立

荘
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒
天
福
二
年
段
階
の
氏
長
者
は
九
条
教
実
で
あ
り
︑
長
滝
荘
内

へ
の
用
水
敷
設
に
抵
抗
が
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
︒

さ
て
表
�
に
よ
れ
ば
︑
嘉
元
目
録
の
長
滝
荘
の
肩
付
に
は
﹁
資
冬
︑
後
宮
御
方
御
分
︑

致
有
知
行
之
︑﹂
と
あ
る
︒
こ
の
肩
付
の
﹁
後
宮
御
方
御
分
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
後
宮
の
御

方
の
御
分
﹂
と
読
む
か
︑﹁
後
に
︑
宮
御
方
の
御
分
﹂
と
読
む
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な

っ
て
く
る(

)
︒
表
�
の
ほ
か
の
肩
付
を
確
認
す
れ
ば
︑﹁
後
﹂
の
使
わ
れ
方
と
し
て
は
︑

29

11

や

の
よ
う
に
﹁
後
に
﹂
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た

に
は
﹁
宮
御
分
﹂
の
表

46

126

記
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に
正
安
三
年
︵
一
三
〇
一
︶
八
月
二
四
日
に
は
富
仁
親
王
︵
後

の
花
園
天
皇
︶
が
立
太
子
さ
れ
て
い
る
が
︑
万
里
小
路
宣
房
の
日
記
﹃
万
一
記
﹄
の
同
日

条
に
よ
れ
ば
︑
東
宮
傅
に
は
九
条
師
教
が
︑
東
宮
大
進
に
は
日
野
資
冬
が
任
じ
ら
れ
て
い

る(
)

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
嘉
元
目
録
の
肩
付
は
︑
長
滝
荘
は
資
冬
が
給
わ
っ

30た
が
︑
そ
の
ま
ま
自
ら
の
給
分
と
す
る
こ
と
な
く
︑
職
務
上
東
宮
︵
宮
御
方
︶
の
用
途
に

（ 32 ）



用
い
ら
れ
た
︑
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う(

)
︒
そ
し
て
実
際
に
は
﹁
致
有
﹂
と
い
う
人

31

物
が
︑
長
滝
荘
の
知
行
に
当
た
っ
て
い
る
︒
ま
た
暦
応
目
録
に
は
﹁
南
都
︑
包
富
名
六
条

院
領
知
之
︑
弥
富
方
下
司
幷
惣
公
文
職
道
悟
給
之
︑
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
段
階
で
の
給
主
は

南
都
︵
興
福
寺
︶
で
あ
る
が
︑
実
際
に
は
包
富
名
は
﹁
六
条
院
﹂
が
︑
弥
富
方
は
﹁
下
司

幷
公
文
職
﹂
を
有
し
た
﹁
道
悟
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
管
理
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

す
な
わ
ち
︑
嘉
元
段
階
で
も
暦
応
段
階
で
も
︑
長
滝
荘
の
肩
付
に
は
給
主
以
外
に
︑
実

際
の
知
行
者
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
九
条
家
に
と
っ
て
︑
有
力
な
自
家

領
荘
園
に
隣
接
し
︑
そ
の
立
荘
に
不
可
欠
な
渡
荘
で
あ
っ
た
長
滝
荘
へ
の
関
心
は
特
別
に

深
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
こ
の
知
行
者
は
︑
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
︒﹁
六
条
院
﹂
に
つ
い
て
は
︑
山
城
国
万
寿
寺
が
﹁
六

条
院
﹂
を
称
し
て
い
る
が(

)
︑
二
条
良
実
は
弘
長
三
年
︵
一
二

32

六
三
︶
和
泉
国
﹁
長
滝
包
富
﹂
を
十
地
上
人
覚
空
に
寄
進
︑

文
永
九
年
︵
一
二
七
二
︶
に
は
︑
覚
空
と
第
二
代
東
福
寺
住

持
東
山
湛
照
を
禅
宗
に
改
宗
し
た
万
寿
禅
寺
の
開
山
と
し
て
︑

供
養
を
修
さ
せ
た
と
い
う(

)
︒﹁
長
滝
包
富
﹂
は
長
滝
荘
包
富

33

名
の
こ
と
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
な
く
︑
九
条
家
の
菩
提
寺

で
あ
る
東
福
寺
と
か
か
わ
り
が
深
い
万
寿
寺
が
︑
弘
長
三
年

段
階
の
氏
長
者
良
実
か
ら
給
主
に
任
じ
ら
れ
︑
そ
の
後
も
権

益
を
維
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か(

)
︒

34

そ
し
て
﹁
致
有
﹂
と
﹁
道
悟
﹂
に
つ
い
て
は
︑
鎌
倉
後
期

以
降
長
滝
荘
で
展
開
さ
れ
た
藤
原
氏
と
中
原
氏
の
相
論
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
文
永
元
年
︵
一
二
六
四
︶
ご
ろ
︑

長
滝
荘
の
開
発
領
主
源
永
盛
の
流
れ
を
汲
む
と
い
う
章
致
が
︑

中
原
明
心
の
弥
富
名
下
司
・
公
文
職
を
停
止
し
て
︑
自
ら
を
還
補
す
る
よ
う
に
求
め
て
い

る(
)

︒
そ
し
て
正
和
五
年
︵
一
三
一
六
︶
ご
ろ
ま
で
︑
藤
原
致
雅
の
代
官
と
中
原
氏
女
の
代

35官
と
の
相
論
が
確
認
で
き
る(

)
︒
嘉
元
目
録
に
見
え
る
﹁
致
有
﹂
は
︑﹁
章
致
﹂﹁
致
雅
﹂
と

36

﹁
致
﹂
の
字
が
通
じ
る
こ
と
か
ら
︑
長
滝
荘
の
開
発
領
主
の
系
譜
を
引
く
藤
原
氏
の
人
物

と
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
藤
原
氏
と
対
立
し
た
中
原
氏
は
﹁
長
滝
荘
弥
富
方
下
司
系
図
﹂

を
残
し
た(

)
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
天
福
元
年
︵
一
二
三
四
︶
中
原
盛
実
が
下
司
・
公
文
職
に

37

補
さ
れ
た
の
ち
︑
貞
和
二
年
︵
一
二
四
六
︶
に
至
る
ま
で
︑
七
代
に
わ
た
っ
て
同
職
を
相

伝
し
て
き
た
と
主
張
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
な
か
の
一
人
中
原
盛
治
に
は
﹁
法
名
道

悟
﹂
と
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
致
有
一
族
と
道
悟
一
族
は
︑
荘
内
で
相
応

（ 33 ）

表 5-1

表 5-2

表 1
No． 群 国 名 暦応目録肩付

4 氏院 丹波 藤坂 ？（←阿波左衛門尉致秀）
38 法成寺 大和 仲河 英長（←親夏）
41 法成寺 河内 竹村 ？（←大北政所）
47 法成寺 近江 日野牧 一音院太子聖（←葉室頼教）
48 法成寺 近江 本牧 一音院太子聖（←葉室頼教）
57 法成寺 播磨 緋田 政所（←院猷）
60 法成寺 讃岐 三崎 ？（←藤原房範）
87 東北院 摂津 能勢 秦久春（←橘以範）
105 東北院 伊勢 窪田 ？（←北野社）
107 東北院 紀伊 藤並 ？（←細工所）
121 平等院 近江 勝因 明俊（←政所）
146 此外 越前 方上 宣光（←九条朝房）

表 1
No． 群 国 名 嘉元目録肩付

12 氏院 志摩 和具 ？（←国弘）
16 氏院 紀伊 櫟原 関東（←道円上人）
17 氏院 紀伊 石田 関東（←藤原光世）
22 氏院 播磨 滝野 日野俊光（←中御門為方）
24 氏院 播磨 英賀 橘以隆（←秦久重）
84 東北院 山城 豊田 政所（←兼遠）
89 東北院 摂津 新屋 良信（←秦利方）
102 東北院 但馬 与布土 公長（←高倉経守）
107 東北院 紀伊 藤並 冷泉頼隆（←秦延峯）
108 東北院 讃岐 里海 藤原家倫（←九条隆教）
109 東北院 美濃 勅旨田 橘以隆（←秦久重）
111 東北院 尾張 勅旨田 ？（←日向左衛門尉親長）
118 平等院 近江 安孫子 葉室頼藤（←白川資通王母）
119 平等院 近江 河上 平等院（←泰継朝臣）
122 平等院 摂津 杭全 平等院雑掌（←冷泉頼隆）
124 平等院 播磨 黒田 高倉経守（←九条房実←葉室頼藤）
130 平等院 肥後 甘木 信盛（←教律上人）



の
実
力
を
有
し
て
拮
抗
す
る
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
︑
九
条
家
は
彼
ら
の
動
向
に
注
意
を

払
い
な
が
ら
︑
渡
荘
目
録
の
肩
付
を
書
き
入
れ
た
に
違
い
な
い
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
嘉
元
目
録
と
暦
応
目
録
の
肩
付
の
記
載
を
確
認
し
な
が
ら
若
干
の
考
察
を
試
み

た
︒
そ
の
考
察
は
関
連
史
料
の
乏
し
さ
か
ら
︑
状
況
証
拠
か
ら
推
定
す
る
こ
と
を
繰
り
返

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
確
証
が
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
が
︑
最
後
に
そ
れ
ら

を
整
理
し
て
︑
九
条
家
の
荘
園
経
営
の
手
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
︒

本
稿
の
作
業
に
よ
っ
て
︑
渡
荘
荘
園
の
給
主
に
は
︑
氏
長
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る

人
々
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
︒
鎌
倉
期
ま
で
の
渡
荘
給
主
は
︑
現
地
に
相

応
の
影
響
力
を
持
ち
︑
そ
の
結
果
あ
る
程
度
の
給
分
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
判
断

さ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
現
地
に
対
し
て
具
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︑
九
条
家
の
随
身
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
給
主
を
辞
退
し
︑
九
条
家
の
有
力
な
家
司
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
人
々
が
給
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
導
い
た
結
果
で
あ
っ
た
︒
ま
た

東
宮
大
進
に
任
じ
ら
れ
た
日
野
資
冬
が
︑
そ
の
給
分
を
東
宮
用
途
と
し
て
い
た
こ
と
も
︑

そ
の
徴
証
と
な
ろ
う
︒
し
か
し
南
北
朝
内
乱
が
激
化
す
る
と
︑
そ
う
し
た
給
主
の
活
動
も

滞
っ
た
よ
う
で
︑
鎌
倉
期
に
は
給
主
を
勤
め
た
人
々
も
︑
そ
れ
を
辞
退
す
る
と
い
う
状
況

に
陥
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
今
度
は
︑
鎌
倉
期
に
は
給
主
を
辞
退
し
て
い
た
九
条
家
の
随
身

た
ち
が
︑
目
録
上
給
主
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
全
国
的
に
社
会
状
況

が
悪
化
し
て
い
る
な
か
で
︑
九
条
家
の
随
身
た
ち
だ
け
が
そ
の
立
場
を
向
上
さ
せ
て
い
っ

た
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
の
現
象
は
渡
荘
給
主
の
形
骸
化
が
進
行
し
︑
名
誉
職
的
な
も
の

へ
と
変
質
し
た
結
果
な
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
︒

こ
う
し
た
全
体
的
な
動
向
の
な
か
で
︑
九
条
家
領
荘
園
日
根
荘
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
長
滝
荘
の
肩
付
は
︑
他
の
渡
荘
の
肩
付
と
は
若
干
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

九
条
家
は
荘
内
の
有
力
者
の
活
動
に
留
意
し
て
︑
彼
等
を
知
行
者
と
し
て
認
知
し
︑
肩
付

に
記
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
九
条
家
が
︑
彼
等
の
実
力
を
積
極
的
に
活
用
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑
長
滝
荘
弥
富
方
の
下
司
・
公
文
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
中
原
道

悟
の
父
盛
治
を
︑
隣
接
す
る
自
家
領
日
根
荘
井
原
村(

)
と
入
山
田
村(

)
両
村
の
預
所
に
任
じ
て

38

39

い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
︒
日
根
荘
立
荘
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
長
滝
荘
の
有

力
者
を
︑
自
家
領
の
預
所
と
し
て
取
り
込
み
︑
安
定
的
な
経
営
を
目
指
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
九
条
家
と
中
原
氏
と
の
関
係
は
︑
九
条
家
の
一
方
的
な
取

り
込
み
の
結
果
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
︒
中
原
氏
に
と
っ
て
も
︑
隣
接
荘
園
の
預
職
獲
得

は
望
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
彼
等
は
そ
の
後
︑
日
根
荘
周
辺
に
一
層
の
影

響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
︑
日
根
野
氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

一
方
︑
現
地
で
中
原
氏
と
拮
抗
す
る
影
響
力
を
有
し
て
い
た
藤
原
致
有
の
一
族
は
︑
中

原
氏
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
い
ま
あ
ら
た
め
て
表
�
を
確
認
す
れ

ば
︑
近
江
国
大
与
度
荘
︵

︶
の
給
主
と
し
て
﹁
致
有
﹂
の
名
が
見
え
て
い
る
︒
両
者
が

117

同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
が
︑
彼
は
九
条
家
の
家
司
と
し
て
︑
荘
園
経
営
に

従
事
す
る
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
致
有
が
︑
長
滝
荘
の
開
発
領
主
の
系
譜

を
引
く
と
称
す
る
藤
原
章
致
の
一
族
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
九
条
家
が
地
域
の
有
力
な
一

族
を
家
司
と
し
て
抱
え
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
立
場

を
︑
地
域
住
人
か
ら
九
条
家
家
司
に
変
更
し
た
結
果
︑
地
域
社
会
の
足
場
を
失
っ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か(

)
︒

40

多
く
の
肩
付
の
記
事
の
う
ち
︑
地
域
社
会
と
の
接
点
を
見
出
せ
た
の
は
長
滝
荘
の
み
で

あ
っ
た
が
︑
そ
こ
か
ら
伺
え
る
氏
長
者
九
条
家
と
長
滝
荘
住
人
と
の
関
係
は
︑
思
い
の
ほ

（ 34 ）



か
緊
密
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
九
条
家
は
住
人
の
地
域
に
お
け
る
影
響
力
を
利
用
し
よ
う
と

し
︑
住
人
側
も
九
条
家
か
ら
の
接
触
に
応
じ
な
が
ら
︑
そ
の
立
場
を
確
保
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
立
場
は
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
地
域
を
離
れ
る
こ
と
も
選
択
肢

の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
は
公
家
社
会
の
な
か
で
︑
朝
儀
に
関
与
せ

ず
に
古
記
録
な
ど
に
は
登
場
し
な
い
よ
う
な
家
司
層
の
存
在
を
考
え
る
う
え
で
︑
ひ
と
つ

の
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

註(
�
)

宮
内
庁
書
陵
部
﹁
〝
御
摂
籙
渡
庄
目
六
〟
解
題
﹂︵
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
﹃
御
摂
籙
渡
庄
目

六
﹄
一
九
六
四
年
︶
以
下
﹁
解
題
﹂
と
表
記
す
る
︒

(
�
)

橋
本
義
彦
﹁
藤
氏
長
者
と
渡
領
﹂︵
吉
川
弘
文
館
﹃
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
﹄
一
九
七

六
年
︶

(
�
)

暦
応
五
年
正
月
日

摂
籙
渡
荘
目
録
︵﹃
図
書
寮
叢
刊

九
条
家
文
書
﹄
二
五
号
︒
以

下
同
文
書
に
つ
い
て
は
︑
文
書
番
号
の
み
を
示
す
︒︶

(
�
)

(嘉
元
三
年
︶

摂
籙
渡
荘
目
録
︵
一
五
号
︶

(
�
)

延
慶
二
年
一
一
月
八
日

九
条
忠
教
遺
誡
︵
一
九
号
︶︒
以
下
﹁
忠
教
遺
誡
﹂
と
表
記

す
る
︒

(
�
)

年
月
日
未
詳

九
条
家
代
々
御
随
身
御
恩
事
︵
二
七
号
︶

(
�
)

年
月
日
未
詳

一
条
摂
政
政
所
家
所
領
目
録
案
断
簡
︵
六
号
︶︒
本
目
録
は
九
条
家
領

に
関
す
る
目
録
で
は
な
い
が
︑
当
時
の
九
条
家
と
一
条
家
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
︑
隆
教
の
曽
祖
父
知
家
は
歌
人
と
し
て
九
条
道
家
の
信
頼
を
得
て
い
た
と
い
い
︵
井
上
宗

雄
﹃
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
﹄
風
間
書
房
︑
一
九
九
七
年
︶︑﹁
九
条
家
グ
ル
ー
プ
﹂
の
一

員
と
見
て
問
題
は
な
か
ろ
う
︒
な
お
︑
六
条
有
房
︵

︶
も
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
︒

37

(
�
)

各
人
名
の
差
別
化
を
優
先
し
て
︑﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
﹁
家
﹂
名
を
表
記
し
た
︒

(
�
)

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
﹁
華
族
系
譜

葉
室
家
﹂︵
函
架
番
号
二
七
三
袞
一
︶

(

)

『史
料
大
成

勘
仲
記
﹄

10(

)

最
新
の
成
果
は
︑
藤
木
久
志
編
﹃
京
郊
圏
の
中
世
社
会
﹄
高
志
書
院
︵
二
〇
一
一
年
︶

11第
一
部
に
ま
と
め
ら
て
お
り
︑
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
収
載
さ
れ
た
各
論
稿
に
譲
る
︒

(

)

な
お
前
掲
註
︵
�
︶
史
料
に
よ
れ
ば
︑
利
方
は
そ
の
後
近
江
国
大
与
度
荘
︵

︶
を
給

12

117

わ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
表
�
で
は
そ
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
︒

(

)

表
�
に
よ
れ
ば

や

の
よ
う
に
︑
他
所
の
給
主
と
な
っ
て
い
る
高
倉
経
守
や
葉
室
頼

13

102

124

藤
も
指
名
後
交
替
し
て
お
り
︑
必
ず
し
も
給
主
の
交
替
が
人
的
・
経
済
的
な
余
裕
の
な
さ
に

起
因
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
︒
例
え
ば
播
磨
国
滝
野
荘

の
給
主
は
中
御
門
為
方
か
ら
日

22

野
俊
光
に
替
わ
っ
て
い
る
が
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
に
よ
れ
ば
為
方
は
︑
嘉
元
三
年
の
夏
以
来
の

所
労
に
よ
り
︑
翌
年
一
二
月
に
没
し
て
お
り
︑
交
替
の
理
由
は
健
康
面
に
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
︒
交
替
者
の
理
由
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
少
な
く
と

も
肩
付
に
従
え
ば
彼
等
の
交
替
理
由
は
﹁
辞
退
﹂
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
随

身
の
ほ
ぼ
全
員
が
﹁
辞
退
﹂
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
︑
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

(

)

建
長
五
年
一
〇
月
二
一
日

近
衛
家
所
領
目
録
幷
相
伝
系
図
︵
﹃
兵
庫
県
史
﹄
史
料
編

14中
世
八
﹁
近
衛
家
文
書
﹂
一
号
︶

(

)

拙
著
﹃
悪
党
と
地
域
社
会
の
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︒
な
お

の
良
信
と

15

89

106

の
範
憲
は
︑
と
も
に
前
後
し
て
興
福
寺
別
当
を
務
め
る
僧
侶
で
︑
良
信
は
鷹
司
基
忠
の
子
息

で
あ
っ
た
︒
表
�
に
見
え
る
僧
侶
の
多
く
が
︑
彼
等
の
よ
う
に
藤
原
氏
や
所
縁
の
寺
院
の
有

力
者
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
ま
た
良
信
と
範
憲
は
﹁
春
日
権
現
記
絵
目
録
﹂︵
小
松
茂
美
編

﹃
続
日
本
の
絵
巻

一
四
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
一
年
︶
に
見
え
て
︑
そ
の
制
作
に
深
く

か
か
わ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒

(

)

薄
並
五
辻
流
系
図
︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵

函
架
番
号
九
袞
一
〇
〇
五
二
︶
︒
な
お
当

16家
に
つ
い
て
は
︑
宮
崎
康
充
﹁
右
大
臣
家
兼
実
の
家
礼
・
家
司
・
職
事
﹂︵
﹃
書
陵
部
紀
要
﹄

六
一
号
︑
二
〇
一
〇
年
︶
参
照
︒

(

)

山
田
雄
司
﹁
初
期
足
利
政
権
と
北
野
社
﹂
山
本
隆
志
編
﹃
日
本
中
世
政
治
文
化
論
の
射

17程
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
二
年

(

)

平
岡
定
海
﹃
新
装
版

東
大
寺
辞
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
一
九
九
五
年
︒
東
大
寺
の
塔
中

18
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西
南
院
は
も
と
も
と
︑
仁
明
天
皇
の
女
御
で
南
家
藤
原
三
守
の
娘
貞
子
が
天
平
神
護
年
中

︵
七
六
五
～
七
︶
に
開
い
た
と
さ
れ
る
寺
院
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
跡

地
を
東
大
寺
が
購
入
し
︑
弘
長
三
年
︵
一
二
九
三
︶
以
降
再
興
事
業
を
開
始
し
た
︒
再
興
事

業
は
頓
挫
し
た
ら
し
い
が
︑﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
房
実
の
叔
父
教
寛
は
東
大
寺
一
長
者

を
勤
め
た
人
物
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
関
係
か
ら
九
条
家
が
西
南
院
の
再
興
に
協
力
し
よ
う
と

し
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
︑
再
興
事
業
頓
挫
か
ら
時
間
を
経
た
暦
応
目
録
へ
の
記
載

な
ど
の
点
で
不
自
然
さ
が
あ
る
た
め
︑
興
福
寺
塔
中
と
し
た
︒

(

)

『尊
卑
分
脈
﹄
第
二
巻

19(

)

な
お
︑
櫟
原
・
石
田
両
荘
は
嘉
元
目
録
で
も
﹁
関
東
進
止
地
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
一
四

20世
紀
初
頭
に
は
摂
関
家
の
手
を
離
れ
て
い
た
ら
し
い
︒

(

)

｢関
係
﹂
欄
中
﹁
当
人
﹂
は
︑
嘉
元
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
︒
な
お
人

21名
の
比
定
は
﹃
尊
卑
分
脈
﹄﹃
公
卿
補
任
﹄
の
ほ
か
︑﹃
弁
官
補
任
﹄
な
ど
の
各
種
補
任
に
よ

っ
た
が
︑
有
力
な
根
拠
は
な
い
も
の
の
血
脈
上
妥
当
と
思
わ
れ
る
場
合
は
︑
目
録
の
性
格
を

考
慮
し
て
表
中
に
収
め
た
︒

(

)

『群
書
類
従
﹄
第
四
輯

22(

)

母
博
子
の
祖
父
は
︑
琵
琶
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
孝
道
で
︑
博
子
も
後
深
草
上

23皇
に
琵
琶
を
伝
授
し
て
い
る
︵﹁
後
深
草
天
皇
御
記
﹂
文
永
四
年
一
二
月
一
二
日
条
﹃
列
聖

全
集

宸
記
集
﹄
上
巻
︶
こ
と
な
ど
が
︑
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)

以
下
勧
学
院
に
つ
い
て
は
︑
桃
裕
行
﹃
桃
裕
行
著
作
集

第
一
巻

上
代
学
制
の
研

24究
﹄
思
文
閣
出
版
︵
一
九
九
四
年
︶
と
︑
川
端
新
﹃
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版

︵
二
〇
〇
〇
年
︶
を
参
考
に
し
た
︒

(

)

橋
本
義
彦
﹁
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
﹂︵
前
掲
註
︵
�
︶
著
書
︶

25(

)

『図
書
寮
叢
刊

経
俊
卿
記
﹄

26(

)

表
�
袞
�
は
嘉
元
目
録
か
ら
︑
同
�
は
暦
応
目
録
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
給
主
が
交
替
し
た

27所
領
を
抜
き
出
し
︑﹁
辞
退
﹂﹁
上
表
﹂
な
ど
当
初
指
名
者
の
意
思
に
よ
っ
て
給
主
が
交
替
し

た
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
︑
当
初
指
名
者
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
し
た
︒

(

)

長
滝
荘
・
日
根
荘
に
関
し
て
は
︑
特
筆
し
な
い
限
り
﹃
新
修
泉
佐
野
市
史
﹄
第
一
巻

28

︵
二
〇
〇
八
年
︶
を
参
考
に
し
た
︒

(

)

『新
修
泉
佐
野
市
史
﹄
は
前
者
の
解
釈
か
ら
︑﹁
領
家
は
長
楽
門
院
︑
預
所
は
藤
原
資
冬
︑

29下
司
は
︵
藤
原
︶
致
有
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
︵
第
一
巻
三
四
四
頁
︶
︒
長
楽
門
院
は
︑

嘉
元
元
年
に
後
二
条
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
藤
原
忻
子
の
こ
と
で
あ
る
︒

(

)

ゆ
ま
に
書
房
﹃
天
皇
皇
族
実
録
﹄
第
七
二
巻
︑
二
〇
〇
九
年

30(

)

例
え
ば
︑
﹃
経
俊
卿
記
﹄
︵
前
掲
註
︵

︶︶
建
治
二
年
六
月
二
五
日
条
で
は
︑
前
年
に

31

25

立
太
子
さ
れ
た
熙
仁
親
王
︵
後
の
伏
見
天
皇
︶
の
御
書
始
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
が
︑
親
王

は
﹁
宮
御
方
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

嘉
元
四
年
七
月
日

十
地
上
人
門
弟
等
申
状
案
︵
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
第
三
〇
巻
二
二
六
八

32八
号
︶︒
万
寿
寺
が
初
め
︑
白
河
天
皇
の
里
内
裏
で
あ
る
六
条
内
裏
内
に
寺
地
を
得
た
こ
と

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(

)

｢京
城
万
寿
禅
寺
記
﹂
﹃
群
書
類
従
﹄
第
一
五
輯

33(

)

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
嘉
元
目
録
の
肩
付
に
六
条
院
が
見
え
な
い
点
が
気
に
な
る

34が
︑
師
教
が
東
宮
傅
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
六
条
院
の
権
益
は
二
の
次
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
康
正
二
年
︵
一
四
五
六
︶
の
造
内
裏
段
銭
幷
国
役
引
付
︵﹃
新
修
泉
佐

野
市
史
﹄
第
四
巻
︑
中
世
Ⅰ
室
町
時
代
一
四
三
号
︒
以
下
同
書
所
収
文
書
は
﹁
室
町
一
四

三
﹂
の
よ
う
に
示
す
︒︶
に
は
︑
長
滝
荘
は
万
寿
寺
領
と
し
て
見
え
て
い
る
︒
あ
る
い
は
嘉

元
段
階
で
は
︑
包
富
名
は
﹁
宮
御
方
御
分
﹂
か
ら
除
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ

の
点
は
確
認
で
き
な
い
︒

(

)

年
月
日
未
詳

藤
原
章
致
申
状
︵
鎌
倉
三
六
︶

35(

)

正
和
五
年
一
一
月
日

関
白
二
条
道
平
家
政
所
下
文
︵
鎌
倉
九
四
︶

36(

)

(貞
和
二
年
一
一
月
二
三
日
︶

長
滝
荘
弥
富
方
下
司
系
図
︵
南
北
三
八
︶

37(

)

文
永
三
年
四
月
日

日
根
荘
領
家
下
文
︵
鎌
倉
三
七
︶

38(

)

文
永
九
年
七
月
一
八
日

日
根
荘
領
家
下
文
︵
鎌
倉
四
〇
︶

39(

)

｢致
﹂
の
字
だ
け
に
注
意
す
れ
ば
︑
阿
波
左
衛
門
尉
致
秀
︵
�
︶
や
致
景
︵

︶
と
い

40

43

っ
た
人
物
も
見
え
て
い
る
︒

（ 36 ）


