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史
料
編
纂
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編

　
大
臼
本
古
丈
書
の
内
わ
け
第
十
七
と
し
て
大
徳
寺
文
書
が
採
撮
せ
ら
れ
、

今
回
そ
の
第
一
懸
が
上
弓
頒
布
せ
ら
れ
た
Q

　
紫
野
大
徳
寺
と
し
言
へ
ば
、
一
休
一
汗
の
物
語
や
、
竪
臣
秀
吉
柴
田
京
家

の
焼
香
雫
ひ
や
、
千
利
休
の
物
語
に
關
聯
し
て
樵
夫
野
人
の
闇
ピ
ま
で
就
ハ
名

を
知
ら
れ
た
濤
の
名
刹
で
あ
る
上
に
、
塔
頭
聚
光
院
に
千
家
累
代
の
墳
第
が

あ
る
事
に
因
み
て
か
、
各
塔
頭
に
有
名
な
茶
庭
茶
室
を
有
し
、
共
の
熱
か
ら

も
亦
榔
鄙
人
士
に
熟
知
せ
ら
れ
て
居
る
京
申
第
一
の
浄
域
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
増
し
て
當
肉
の
…
開
棊
大
藩
國
師
と
花
園
天
子
並
び
に
後
醍
醐
旧
記
と
の
法

縁
は
、
吉
野
時
代
室
町
時
代
を
通
じ
て
我
が
政
治
史
の
方
面
に
も
深
厚
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

交
渉
ぞ
有
し
、
降
り
て
は
謄
民
文
化
や
地
方
交
明
の
驕
護
に
も
弘
き
關
係
を

有
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
其
の
寺
院
と
し
て
の
聯
絡
の
複
雑
多
岐
な
る
に

演
じ
て
所
蕪
資
料
も
極
め
て
多
襟
に
亙
る
を
以
て
、
吾
人
は
一
日
も
単
，
く
其

の
文
書
の
整
理
刊
行
せ
ら
れ
む
蟻
を
実
像
之
を
久
し
う
し
た
。
然
る
に
今
や

跳ハ

ﾌ
翻
豊
の
一
端
が
達
せ
ら
れ
た
鰯
は
史
界
の
た
め
に
慶
賀
に
堪
へ
な
い
の

で
些
か
共
の
紹
介
の
勢
を
執
ら
う
と
思
ふ
Q

　
本
遜
は
大
横
粥
蕉
決
闘
瞳
下
誌
略
蜘
其
事
充
分
の
中
に
刊
行
さ
れ
た
に
掬
ら
ず
、

殆
ん
ど
從
面
の
刊
行
と
籾
聞
す
る
寓
な
く
、
用
紙
印
欄
に
十
悪
の
苦
心
が
沸

は
れ
て
廣
る
の
は
、
さ
す
が
に
と
魯
移
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
當
導
者
の
用

第
二
十
九
巻
　
第
三
號

九
鴎

意
に
頭
が
下
る
。
ど
ん
な
刊
行
物
を
…
犠
牲
に
供
し
て
庵
、
國
家
百
年
の
た
め

に
是
非
と
も
績
刊
し
て
行
か
わ
ば
な
ら
ぬ
も
の
」
膣
〕
は
「
大
旧
本
古
交
轡
」

と
一
、
大
日
本
史
料
」
と
で
あ
ら
う
。

　
捌
本
溺
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
は
元
弘
三
年
八
月
二
十
四
日
後
醍
醐
天
皇
震

翰
羅
文
以
下
年
月
息
来
詳
の
大
徳
寺
支
讃
物
量
軒
灯
文
書
入
袋
に
至
る
約
七

百
通
の
古
交
書
で
時
代
は
鎌
倉
時
代
か
ら
寛
永
に
亙
る
が
、
そ
の
申
心
を
な

す
も
の
は
室
町
時
代
職
國
時
代
で
あ
る
辮
は
申
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
そ

の
中
か
ら
二
三
の
重
要
な
る
も
の
を
摘
嵐
し
て
見
れ
ば
、

　
第
｝
、
元
弘
三
年
八
月
ご
十
四
拝
見
転
置
超
に
後
醍
醐
二
黒
の
賜
は
り
た

る
あ
の
有
名
な
「
本
朝
無
双
之
輝
苑
」
の
震
翰
御
搬
支
で
、
さ
す
が
に
魅
頭
に

置
か
れ
て
あ
る
本
寺
無
二
の
璽
費
で
あ
り
、
孟
夏
の
御
震
簗
中
で
も
雄
潭
第

一
に
推
さ
る
べ
き
憩
晶
で
あ
る
Q

　
第
二
、
建
武
四
年
八
月
二
十
六
田
大
群
國
師
に
宛
て
」
…
賜
ひ
た
る
花
園
法

皐
震
翰
の
御
羅
文
で
、
妙
超
の
門
弟
を
し
て
大
徳
寺
を
相
承
せ
し
め
他
門
の

当
住
を
許
さ
焙
る
旨
を
示
し
給
ひ
し
も
の
で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
ぐ
は
既
の

震
翰
を
圓
版
に
し
て
提
示
し
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
花
園
罪
証
の
無
筆
と
し

て
は
類
例
少
き
御
灸
風
で
、
や
・
明
朝
膿
化
し
て
行
か
ん
と
す
る
御
下
風
の

饗
移
を
舞
す
る
絶
好
の
震
筆
で
あ
る
の
に
．
、

　
第
三
、
正
親
町
天
巣
震
翰
「
天
正
寺
扁
の
掛
額
御
草
が
骸
存
す
る
。
織
田
信

長
が
本
能
寺
に
凶
匁
に
朴
れ
て
直
後
難
壁
秀
吉
は
主
君
氾
悼
の
法
要
を
大
徳

寺
に
菅
み
、
更
に
船
岡
山
に
娩
模
駄
大
な
る
一
寺
院
を
創
剃
し
て
主
慰
信
長

の
木
像
を
安
置
せ
ん
と
企
て
、
勅
許
を
簿
て
「
天
蕉
寺
」
と
寺
號
ま
で
も
定
め

た
の
で
あ
っ
た
が
、
宇
内
の
纂
耀
は
そ
れ
を
實
現
す
る
に
ほ
飴
り
に
複
難
で
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あ
っ
た
た
め
に
終
に
纂
成
ら
ず
し
て
絡
つ
た
が
」
こ
の
御
草
は
邸
ち
此
の
秀

吉
の
庇
蔭
を
容
れ
給
う
て
御
親
し
く
筆
を
染
め
給
ひ
し
も
の
、
天
正
十
三
年

十
二
月
一
日
の
端
裏
害
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
下
賜
ざ
れ
た
日
時
も
明
か
に
さ

れ
る
、
　
　
　
　
　
　
．

　
そ
れ
に
し
て
も
「
天
正
」
な
る
元
號
を
以
て
寺
號
と
す
る
，
一
寺
院
が
果
し
て

造
り
露
た
ら
う
か
。
延
暦
寺
は
之
を
黙
過
し
た
ら
う
か
。
多
大
の
疑
問
が
在

り
得
る
け
れ
ど
も
、
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
此
時
の
天
台
由
は
既
に
信
長
に

よ
っ
て
焼
き
佛
は
れ
た
後
で
あ
り
、
恐
ら
く
、
秀
吉
の
企
陶
を
阻
止
す
る
だ

け
の
實
力
は
有
し
て
愚
な
か
っ
た
事
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
に
し
て
も
思

懸
資
聖
射
芸
の
建
立
に
絶
劉
に
反
…
罪
し
た
叡
山
　
も
無
氣
力
に
な
っ
た
も
の
哉

と
思
は
ざ
る
を
霧
ぬ
。
「
寛
永
寺
」
は
そ
の
末
寺
で
あ
る
か
ら
寛
水
の
素
馨
を

許
し
た
に
し
て
も
、
．
天
毘
寺
の
問
題
は
台
山
勢
力
の
浦
長
を
計
る
計
量
器
と

し
て
、
斯
界
に
残
す
命
題
で
あ
ら
う
。

　
第
四
、
元
徳
元
年
十
一
月
七
日
奪
澄
法
親
王
御
自
築
の
御
匙
燗
文
で
、
妙
法

院
宮
奪
澄
法
親
王
（
後
の
宗
良
親
王
）
の
御
纂
跡
と
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ

る
。

　
第
五
、
元
弘
三
年
八
月
六
日
千
種
忠
顯
が
自
簗
を
以
て
せ
る
後
醍
醐
天
泉

論
旨
は
、
行
突
並
び
の
文
字
の
配
列
に
も
、
ま
た
文
申
假
名
墨
字
を
多
く
使

報
せ
る
黙
に
於
い
て
も
類
例
の
少
い
も
の
で
、
論
旨
檬
式
論
の
上
か
ら
は
見

、
逃
せ
な
い
特
電
な
資
料
で
あ
ら
う
○

　
第
六
、
大
徳
寺
大
工
職
關
係
の
文
書
は
、
時
代
と
し
て
永
隷
天
正
の
も
の

な
が
ら
大
難
寺
と
土
木
工
席
入
と
の
關
係
を
示
す
珍
ら
し
い
史
料
で
、
塔
頭

大
仙
院
の
交
書
と
併
せ
研
甕
す
る
時
、
中
世
寺
院
靴
阻
螢
史
の
上
に
、
新
た
な

介

る
分
野
を
馴
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
、
バ
こ
の
大
工
職

華
華
文
書
の
保
存
袋
が
、
特
に
球
差
版
を
以
て
陶
示
し
て
あ
る
の
は
、
嬉
し

い
心
遣
ひ
で
は
な
い
か
。

　
第
七
、
元
弘
二
年
十
一
月
入
日
五
辻
寓
宗
魔
の
屋
地
寄
進
状
（
第
四
六
九

號
）
建
武
二
年
七
月
十
三
日
の
虐
遇
宮
の
御
混
獣
（
第
四
七
八
號
）
は
、
從
來

其
の
御
題
蹟
の
あ
ま
り
明
か
に
さ
れ
て
居
な
い
五
辻
宮
の
御
事
蹟
を
知
る
べ

き
資
料
で
あ
る
事
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
宗
畳
な
る
御
名
に
よ
る
寄

進
状
に
あ
る
御
花
押
は
、
近
江
多
賀
瀞
就
所
藏
交
書
中
に
あ
る
元
弘
三
年
五

月
十
圏
日
侍
從
教
忠
の
奉
ず
る
所
に
係
る
五
辻
宮
令
旨
に
あ
る
袖
到
と
一
致

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
精
到
が
翫
辻
嘗
の
御
花
押
で
あ
る
べ
き
は
古
文

書
尊
上
の
常
識
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
常
識
以
上
の
何
物
で
も

な
い
が
大
徳
寺
交
書
に
よ
っ
て
、
玉
黒
総
守
良
親
王
の
御
在
押
で
あ
る
事
が

確
認
さ
る
」
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
吾
等
の
常
識
は
こ
」
に
始
め
て
知
識
に
な

っ
て
磨
る
の
で
、
こ
ん
な
場
合
、
古
文
書
を
取
扱
ふ
も
の
に
の
み
味
は
ひ
得

7
る
歴
吏
の
滋
昧
が
油
然
と
し
て
湧
く
。
（
申
村
肖
勝
）

．
日
嵐
・
文
化
史
研
究

柴
　
田
　
三
編

　
本
欝
成
立
の
，
由
來
は
其
の
「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
如
く
、
昭
和
十
一
年
、

京
都
帝
業
大
脳
の
講
師
と
し
て
始
め
て
講
墳
に
立
た
れ
だ
柴
田
實
氏
が
、
當

時
、
　
二
回
生
と
し
て
講
鑓
に
列
し
た
諸
氏
の
、
卒
業
後
浦
五
年
記
念
と
し

て
執
筆
し
た
論
文
三
編
に
自
か
ら
の
　
編
を
加
へ
て
編
輯
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
牧
載
の
六
つ
の
論
文
は
本
節
の
編
修
が
示
す
如
く
自
ら
　
二
部
に
分
れ
て

居
る
。
即
ち
第
一
部
は
藤
岡
鴇
田
爾
氏
の
論
文
で
上
古
の
遺
跡
遺
物
に
つ
い

第
二
十
九
巻
　
第
三
號

九
五
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