
徳
川
家
康
の
源
氏
改
姓
問
題

笠

谷

和
比
古

徳川家康の源氏改姓問題

序

研
究
史
と
問
題
の
所
在

徳
川
家
康

の
姓
氏
問
題
は
複
雑
な
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
家
康
は
三
河

の
在

地
領
主
松
平

の
家

に
生
を
享
け
た
が
、

こ
の
松
平

の
家
祖
で
あ
る
松
平
親
氏
は

下
野
国
新
田
荘
世
良
田
得
川
郷
に
所
領

を
も

っ
た
得
川
四
郎
義
季

の
八
代
目

の

子
孫
で
あ
る
と
徳
川
家

の
正
史

は
伝
え

て
い
る
。
そ
し
て
得
川
義
季

は
清
和
源

氏

の
流
れ
を
汲
む
新
田
義
重

の
四
男
な

の
で
あ
り
、
こ
の
由
緒
を
も

っ
て
家
康

は
の
ち
に
松
平
を
改
め
て
徳
川
を
名
乗

り
、
そ
の
姓
氏
を
清
和
源
氏
と
定
め
た

と
さ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
徳
川
家

の
新
田
始
祖
伝
承
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
少
な
か
ら

ぬ
疑
問
を
も

っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
家
康
が
武
家
領
主
と
し
て

大
を
な
し
、
天
下

の
覇
権
を
掌
握
し
て

い
く
過
程
の
中
で
、
自
ら

の
血
統
的
由

緒
に
高

い
権
威
を
付
与

し
、
さ
ら
に
は
征
夷
大
将
軍

へ
の
任
官
を
控
え
て
、
そ

の
系
譜
を
清
和
源
氏
の
本
流

の
中

に
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か

ら
、

こ
の
よ
う
な
始
祖
伝
承
を
無
理
に
付
会
し
て
い

っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

(
1

)

こ
の
問
題
を
学
問
的
に
掘
り
下
げ
て
検
討
し
た
の
は
渡
辺
世
祐
氏

で
あ
る
。

渡
辺
氏
は
各
種
史
料
を
精
査
し
て
家
康

の
姓
氏
の
使
用
に

つ
い
て
幅
広
く
検
討

す
る
と
と
も
に
、
家
康
の
官
位
叙
任
問
題
と
そ
の
改
姓
問
題
に
深
く
関
わ

っ
て

い
た
関
白
近
衛
前
久

の
後
掲
書
状
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
問
題

に
つ

い
て
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
。
そ
の
後

は
徳
川
家
康
文
書

の
研
究

の
第

(2

)

一
人
者
た
る
中
村
孝
也
氏
ら
に
よ

っ
て
渡
辺
氏

の
研
究
内
容
は
補
強
さ
れ
、
そ

の
細
部

に
わ
た
る
理
解
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
本
問
題
に
つ
い
て
の
整

合
的
な
見
解
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
は
今
日
に
至

る
ま
で
多
く
の
研
究
者

に
よ
り

(
3
)

て
支
持
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
定
説
的
見
解
を
纏

め
る
な
ら
ば
、

(
4

)

.

以
下

の
通
り
で
あ
る
。
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第

一
に
、
家
康
は
永
禄
九

(
一
五
六
六
)
年

に
朝
廷
官
位
を
得

て
叙
爵

(従

五
位
下
に
叙
位
さ
れ
る
こ
と
)
し
た
が
、

そ
れ
に
際

し
て
は
藤
原
氏
を
称
し
て

い
た
こ
と
。

第
二
に
、
そ

の
後

の
家
康

の
姓
氏
の
使
用
は
か
な
り
恣
意
的

で
あ
り
、
藤
原

氏
と
源
氏
と
を
状
況
や
対
象
次
第

で
適
宜

に
使

い
分
け
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

第
三
に
、
家
康
が
清
和
源
氏

の
流
れ
を
汲
む
吉
良
家
か
ら
系
図
を
借
り
受
け
、

自

ら
の
系
譜
を
清
和
源
氏
と
し
て
、
そ

の
形
を
明
確

に
整

え
る
の
は
慶
長
八

(
一
六
〇
三
)
年

の
征
夷
大
将
軍

の
任
官

を
目
前

に
控
え
た
時
期

で
あ
り
、
こ

の
将
軍
任
官
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
近
衛
前
久

の
書
状

に
家
康

の
源
氏
改
姓
を
指
し
て
、
「将
軍
望

に
付
候

て
の
事
」
と
明
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
確
実
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
し
て
家
康

の
源
氏
改
姓
は
、
そ
の
将
軍
就
任
戦
略

の

一
環
と
し

て
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
慶
長
五
年

の
関

ヶ
原
合
戦
で
覇
権
を
確
立
し
た
家
康
が
、

将
軍

に
任
官
し
て
幕
府
を
開
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
覇
権
を
政
治
制
度
的
に

定
位

せ
ん
が
た
め
に
源
氏
改
姓
を
必
要
と
し
た
こ
と
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
将

軍
任
官

に
と

っ
て
源
氏
の
姓
氏
が
不
可
欠

の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
家
康

の
改
姓
問
題
は
こ
の
観
点

か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
も

の
で
あ

る
。以

上

の
見
解
は
、
す
で
に
本
問
題

に
つ
い
て
の
定
説
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

る
感
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
米
田
雄
介
氏
は
こ
の
主
流

学
説
と
は
全
く
異
な
る
方
法
で
、
こ
の
家
康

の
改
姓
問
題
に
つ
い
て
注
目
す
べ

(
5
V

き
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。

米
田
氏

の
研
究
は
、
家
康
の
官
位

の
叙
任
と
昇
進

に
際
し
て
朝
廷
か
ら
発
給

さ
れ
た
口
宣

の
分
析

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
官
位
叙
任
の
口
宣
に
は

家
名

(苗
字
)
で
は
な
く
、
正
式

の
姓
氏
を
記
す
と
こ
ろ
か
ら
、
家
康
の
官
位

叙
任
ご
と
に
発
給
さ
れ

て
い
っ
た
口
宣

の
姓
氏
記
載
を
た
ど

っ
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

官
位
叙
任

の
口
宣
が
姓
氏
問
題
の
解
明
に
と

っ
て
の
基
本
史
料
で
あ
る
こ
と

は
、
も
と
よ
り
研
究
者
だ
れ
し
も
の
気
付
く
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
が
、
今
日

に
日
光
東
照
宮

に
伝
存

し
て
い
る
家
康
関
係

の
口
宣
案

(お
よ
び
宣
旨

・
位

記
)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
姓
氏
が
す
べ
て
源
氏
で
統

一
さ
れ
て
お
り
、
後

の
時

代

に
改
変

の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
ま

ま
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

米
田
氏

は
、
朝
廷

か
ら
発
給
さ
れ
る
官
位
叙
任

の
口
宣

の
調
進

の
実
務
を

代
々
に
わ
た
っ
て
担
当
し
た
官
務
壬
生
家
の
史
料
を
丹
念
に
検
討
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
次

の
結
論
を
得

て
い
る
。

す
な
わ
ち
第

一
に
、
日
光
東
照
宮

に
伝
存
し
て
い
る
家
康
関
係

の
口
宣
案
な

ど
は
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光

の
正
保

二

(
一
六
四
五
)
年

に
、
そ
の
往
昔

に
散

逸
し
た
分
を
改
め
て
補
填
す
る
と

い
う
名
目
の
も
と
に
全
面
的
に
改
変
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
永
禄
九
年
に
家
康
が
叙
爵
し
た
と
き

の
口
宣
に
は

「藤
原
家
康
」
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と
あ
り
、
こ
の
藤
原
姓
は
天
正
十
四

(
一
五
八
六
)
年
十
月

に
家
康
が
権
中
納

言

に
任
官
す
る
以
前

の
も

の
総

て
に
等
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

(天
正
十

四
年
、
同
十
五
年

に
発
給
さ
れ
た
口
宣

に
お
け
る
家
康

の
姓
氏
は
不
明
。
米
田

氏
は
こ
の
二
年
次

の
も

の
は
藤
原
姓
と
推
定
)。

第
三
に
、
天
正
二
十
年
九
月
付
で
、
徳

川
家
の
家
格
を
摂
家
に
次
ぐ
清
華
と

な
す
旨
の
清
華
成
り
の
口
宣
が
発
給
さ
れ

て
い
る
由

で
あ
る
が
、
こ
の
口
宣
に

は

「源
家
康
」
と
記
載
さ
れ

て
お
り
、

そ
れ
は
そ

の
の
ち
慶
長

八

(
一
六
〇

三
)
年

の
征
夷
大
将
軍
任
官
を
経

て
、
元

和
二

(
一
六

一
六
)
年

の
死

の
直
前

に
執
り
行
わ
れ
た
太
政
大
臣
任
官

の
折
り

の
も

の
ま
で

一
貫
し
て
い
る
こ
と
、

等
で
あ
る
。

米
田
氏
は
以
上
の
口
宣

の
検
討

に
よ

っ
て
、
今
日
に
伝
存
し
て
い
る
日
光
東

照
宮
蔵

の
家
康
宛
口
宣
案

(お
よ
び
宣
旨

・
位
記
)
は
後
代

の
正
保
二
年
に
改

竄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
当
初

の
口
宣
に
よ
る
な
ら
ば
家
康

は
始
め
藤
原

氏
を
用

い
て
い
た
の
で
あ
り
、

の
ち
に
源
氏
に
改
姓
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
渡
辺
説
以
来

の
通
説

の
正
し
さ
が
裏
付
け
ら
れ
る

と
と
も

に
、
家
康
関
係

の
叙
任
文
書

の
改
変

の
経
緯
が
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に

さ
れ
え
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

米
田
氏

の
研
究
は
、
本
問
題

の
解
明
に
と

っ
て
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
を
ま
た
な
い
。
た
だ
、
そ
の
研
究
は
家
康
宛

の
口
宣

の
分
析
で
完
結
し
て

い
て
、
通
説
の
議
論

の
内
容
や
そ
の
立
論
根
拠

に
立
ち
入

っ
て
対
比
検
討
す
る

こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
論
も
ま
た
基
本
的

に
通
説
の
正
し
さ
を
確
認
す
る
も
の

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
米
田
氏

の
明
ら
か
に
し
た
諸
事
実

は
、

そ
れ
を
通
説
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
表
面
的
な
類
似

に
も
拘
ら

ず
、
通
説
の
内
容

に
対
し
て
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
矛
盾
を
き
た
す
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ

っ
て
本
問
題
に
関
わ
る
、
よ
り
重
要
な
問
題

の
伏
在
を
示
唆
す
る
こ

と
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
問
題

の
第

一
は
、
家
康

の
姓
氏

の
使
用
は
恣
意
的

で
あ
り
、
状
況
と
対

象
次
第
で
藤
原
氏
と
源
氏
と
を
適
宜
に
使

い
分
け
て
い
た
と
す
る
通
説

の
見
解

で
あ
る
。
こ
れ
は
米
田
氏

の
口
宣
の
検
討

で
は
、
永
禄
九
年
か
ら
天
正
二
十
年

頃

(年
次
は
不
明
)
ま
で
は
藤
原
氏
、
そ
れ
以
降
は
源
氏

で
そ
れ
ぞ
れ

一
貫
し

て
い
て
混
用
は
見
ら
れ
ず
、
通
説
的
理
解
と
の
齟
齬
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
し
て
第
二
の
問
題
と
し
て
、
家
康
が
吉
良
系
図
を
借
覧
し
援
用
し

て
清
和
源
氏
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
の
を
、
通
説
は
近
衛
前
久
書
状
を
主
要

な
根
拠
と
し
て
慶
長
八
年

の
征
夷
大
将
軍
任
官
を
間
近
に
控
え

て
の
こ
と
で
あ

り
、
将
軍
任
官

に
合
わ
せ
、
そ
れ
を
目
的
と
し
た
姓
氏
の
公
式
的
な
整
序
で
あ

る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
米
田
氏

の
口
宣

の
研
究
に
よ
る
な
ら
ば
、
朝
廷

が
公
認
し
た
家
康
の
源
氏
改
姓
は
年
次
不
明
な
が
ら
天
正
二
十
年
頃
の
特
定

の

時
点
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者

の
見
解

か
ら
は
本
問
題
を
め
ぐ
る
歴
史
像

に

つ
い
て
大
き
な
相
違
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
米
田
説
は
通
説
を
肯
定
す
る
か
に
見
え
て
、
そ
の
深
奥

の
部
分
'、

に
お
い
て
、
通
説
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
義
を
呈
す
る
性
格

の
も
の
と
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
れ
は
単

に
、
家
康

の
源
氏
改
姓

の
時
期
の
い
か
ん
を
求
め
る
事
実

問
題
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
家
康

に
と

っ
て
源
氏
と
い
う
姓
氏
は
ど

の
よ
う
な

意
味
を
も

つ
も

の
か
、
源
氏
改
姓

の
政
治
的
意
味
と
動
機
と
は
何
で
あ
る
の
か
、

姓
氏

の
認
定
に
関
わ
る
朝
廷

の
機
能
と
存
在
意
義
と
は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
の
か
、
総
じ
て
姓
氏
と
い
う
も
の
が
有
す
る
国
制
上

の
意
味
と
は
い
か
な
る

も

の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
姓
氏
問
題

の
観
点

か
ら
し
た
と
き
国
制
史
研
究

は
ど

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

の
か
、
等
々
の
問
題
を
提
起
す
る
も

の
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心

の
も
と
に
論
を
進

め
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

第

一
節

永
禄
九
年
の
家
康
叙
爵
と
藤
原
氏
選
択
事
情

一
、
徳
川
家
の
新
田
始
祖
伝
承
と
姓
氏
問
題

本
論

に
入
る
に
先
だ

っ
て
、
こ
こ
で
は
松
平
-
徳
川
家

の
由
緒
を
め
ぐ
る
始

祖
伝
承
の
あ
ら
ま
し
と
、
姓
氏
問
題

の
性
格

に
つ
い
て
の
予
備
的
な
説
明
を
施

し
て
お
こ
う
。

徳
川
家
康

は
、
天
文
十

一

(
一
五
四
二
)
年
に
松
平
広
忠

の
嫡
男
と
し
て
三

河
国
岡
崎
城
に
生
ま
れ
た
。
彼
、の
出
自
を

な
し
て
い
る
松
平
家
と
い
う

の
は
、

三
河
賀
茂
郡
松
平
郷
を
発
祥

の
地
と
す
る
在
地
領
主
に
し
て
、
古
代
の
豪
族
賀

茂
氏

の

一
族
と
言
わ
れ
て
い
る
。

賀
茂
氏
は
全
国

に
広
く
分
布
し
て
い
た
が
、
三
河
国
賀
茂
郡
も
ま
た
そ
の
ゆ

か
り

の
地

の

一
つ
と
見
な
さ
れ

て
い
た
。
松
平
家

の
三
代
目
0
当
主
信
光
が

「加
茂
朝
臣
」
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
、
信
光
の
建
立
し
た
三
河
妙
心
寺

の
阿
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弥
陀
像

の
銘
文
か
ら
知
ら
れ
、
ま
た
松
平
ー
徳
川
家

の
家
紋
で
あ
る

「三

つ
葉

葵
」
も
葵
祭

で
有
名
な
京
都
の
賀
茂
神
社
と

の
関
連

の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と

(6

)

を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
平
と
い
う
の
は
三
河
国
の

一
土
豪

で
あ

っ
て
、
地
方

の
中
小

在
地
領
主

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
松
平
の
家
に
は

始
祖
伝
承
な
る
も

の
が
あ
り
、
そ
の
初
代
の
松
平
親
氏
は
、
実
は
清
和
源
氏

の

流
れ
を
汲
む
新
田
氏

の

一
族
、
下
野
国
新
田
荘
世
良
田
得
川
郷

に
住
し
た
得
川

鹽

四
郎
義
季

の
八
代
目

の
子
孫
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
得
川
義
季

の
子
孫
は
新
田

一
族
と
し
て
、
南
北
朝
内
乱
に
際
し
て

は
新
田
義
貞

に
属
す
る
形

で
南
朝
方
と
し
て
戦

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
た
め

足
利
方

の
厳
し
い
圧
迫
を
こ
う
む
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
危
難
を
避
け
る
べ
く

親
氏
は
父
有
親
と
と
も

に
所
領
を
離
れ
、
時
衆

の
僧
侶

に
身
を
や

つ
し
て
諸
国

流
浪
の
旅
に
出
た
。
そ
し
て
三
河
国
松
平
郷
に
至
り
、
親
氏
は
こ
の
地
の
村
長

で
あ

っ
た
太
郎
左
衛
門
信
重
の
婿
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
、
こ
こ
に
松
平
家

の

始
祖
で
あ
る
松
平
親
氏
が
誕
生
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
松
平
家
の
始
祖
が

こ
の
よ
う
な
由
縁

の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
家
康
は

の
ち
に
松
平
を
改
め
て
徳
川
と
な
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
新
田
系

の
清
和
源
氏

の

血
統
を
帯
び
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
征
夷
大
将
軍
に
任
官
し
た
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(7
)

こ
れ
が
徳
川
幕
府

の
正
史

の
描

い
て
い
る
徳
川
将
軍
家
の
始
祖
伝
承
で
あ
る
。



そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
本
稿

の
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
の
徳
川
家

の

新
田
始
祖
伝
承
は
現
実
の
社
会

の
中
で
少

な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
家
康

の
諸
々
の
行
動
を
分
析
し
、

そ
の
意
味
理
解
を
進
め
て
い
く
う
え

に
お
い
て
充
分

に
弁
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
は
家
康

の
改
姓
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
改
姓
と

一

般

に
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ

に
は

「氏
」
に
関

わ
る
も

の
と
、
「名
字

(苗

字
)
」
な
い
し

「家
名

(家
号
)
」
に
関
わ
る
も
の
と
の
、

レ
ベ
ル
を
異

に
す
る

二
種
類
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
家
康
の

改
姓
問
題
で
は
後
述
の
ご
と
く
、
こ
の
二
種
類
の
問
題
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い

く
た
め
に
(
議
論
が
混
乱
し
、
正
し
い
認
識
を
さ
ま
た
げ

る
結
果
と
も
な

っ
て

図1=清 和源氏としての徳川略系図

い
る
の
で
あ
る
。

源
、
平
、
藤
原
、
橘
、
菅
原
、
清
原
、
な
ど
と
い
う
の
は

「氏
」
の
名
で
あ

っ
て
、
同

一
の
始
祖
か
ら
発
し
た
血
族

(父
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
)

の
全
体

に
対
す
る
呼
称

で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
足
利

・
新

田

・
武

田

・
小
笠
原

・
佐
竹

・
南
部

・
今
川

・
吉
良

・
細
川
、
そ
し
て
松
平

・
徳
川

(得
川
)
と

い
う
の
は

「名
字
」
で
あ

っ
て
、
「
氏
」
が
分
解
を
し
て
、
系
図
上

の
枝
分
か
れ
に
従

っ
て
独
立

の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
っ
た
直
系
親
族
集
団

の

呼
称

で
あ
る
。

こ
の

「名
字
」
は
、
武
士
領
主
が
依
拠
し
て
い
る
所
領

の
地
名
に
由
来
す
る

も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

の
ち
の

「家
」

の
名

の
起
こ
り
と
な

っ
て
い
く
。

こ

の
所
領

の
領
有
と
相
続
が
、
父
子
直
系
継
承
に
し
て
長
子
単
独
相

続

の
形
で
確
立
さ
れ
た
と
き
、
日
本
社
会
に
独
特
の
家
族
形
態

で

あ

る

「家
」
が
登
場
す
る
こ
と

に
な

る
の
で
あ

り
、
そ

の

「名

字
」
が

「家
名
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
日
本
人
と
い
う
の
は
原
則
的
に
は
、
「氏
」
の
名
と
、

「家
」

の
名

の
二

つ
を
同
時
に
有
す
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
日

本
社
会
の
著
し
い
特
性
と
も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て

家
康

の
改
姓
問
題

の
問
題
点
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
を
、
源
氏
将
軍

と
い
う
結
果

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
歴
史
の
推
移

の
ま
ま
に

順
を
追

っ
て
検
討

し
て
い
こ
う
。
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二
、
近
衛
前
久
書
状
と
家
康
叙
爵
事
情

家
康

は
、
永
禄
九

(
一
五
六
六
)
年
十

二
月
に
叙
爵
し
て
従
五
位
下
三
河
守

の
朝
廷
官
位
に
叙
任
さ
れ
、
併
せ
て
そ
の
家
名
を
松
平
か
ら
徳
川
に
改
め
る
こ

(
8
)

と
も
勅
許
さ
れ
た
。

家
康

の
叙
爵
問
題
と
改
姓
問
題

に
つ
い
て
の
核
心
的
な
史
料

で
あ
る
の
は
、

慶
長
七
年

の
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
、
前
関
白
近
衛
前
久
が
そ
の
子
信
尹
に

(
9

)

宛
て
た
次
掲
の
書
状

で
あ
る
。
近
衛
前
久

は
家
康

の
永
禄
九
年

の

一
連

の
問
題

に
深
く
関
わ
り
、
こ
れ
を
朝
廷
に
執
奏
し

て
勅
許
を
取
り
付
け
た
当
事
者
に
し

て
、
か
つ
関
白
と

い
う
要
職
に
あ

っ
て
朝
廷
内
部

の
事
情
を
知
悉
し
て
い
た
人

物
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
書
状

の
内
容
は
重
要
で
あ
る
。

「扨
々
珍
敷
時
節

二
候
、
御
家
門
も
内
府
天
下
被
レ任
二存
分

一候

ヘ
ハ
、

い
に
し
彼
家
徳
川
之
事
、
雖
二訴
訟
候
、
先
例
な
き
事

ハ
公
家

ニ
ハ
な
ら

ざ
る
由
、
叡
心

二
て
相
滞
候

ヲ
、
吉
田
兼
右
、
万
里
小
路

に
て
彼
旧
記

二

被
二注
置

一候
先
例
在
レ之
候

一
冊

ヲ
令
二披
見
、
兼
右

は
な
か
ミ

ニ
写
取

て
、
わ
れ
わ
れ

二
く
れ
候
、
其
趣
を
以
申
候

ヘ
ハ
、
被
二見
合
一勅
許
候
、

諸
家
之
系
図

こ
も
不
レ乗
候
、
徳
川

は
源
家
に
て
二
流

の
そ
う
り
や
う

の

筋
に
藤
氏
に
罷
成
候
例
候
、
そ
れ
を
兼
右
写
候

て
、
鳥
子
に
則
其
系
図
吉

田
書
候
て
、
朱
引
ま
で
仕
候
を
其
儘
下
、
兼
右
馳
走
之
筋
、
誓
願
寺

の
内

に
慶
深
と
て
出
家
候
、
鳥
居
伊
賀
取
次
候
て
、
吉
田
に
も
馬
可
レ然
を
可
レ

遣
候
と
て
、
終

に
兼
右
存
命
候
上
不
レ
上
候
、

(中
略
)
只
今

は
源
家

に
又
氏
を

か

へ
ら
れ
候
、
只
今
之
筋

は
そ
し
の

す
ち
に
て
候
、
其
砌
よ
り
如
雪
と
申
す
者
申
候

は
、
将
軍
望

に
付
候
て
の

事
と
申
候
、
義
国
よ
り

の
系
図
を
吉
良
家
よ
り
被
レ渡
候

て
の
事
、
永
々

敷
、
子
細
不
レ入
事
に
候

へ
共
、
御
存
之
た
め
に
て
候
」

右
書
状

に
よ
る
な
ら
ぽ
、
松
平
家
康
が
徳
川
を
称
す
る
問
題

に
つ
い
て
は
先

例
が
無

い
と
い
う
理
由

で
、
時
の
正
親
町
天
皇
は
許
可
を
与
え
ず
停
滞
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
神
祗
官

0
吉
田
兼
右
が
万
里
小
路
家

で
旧
記
か
ら
先
例
を
探

し
だ
し
、
そ
れ
を
鼻
紙

(懐
紙
)
に
写
し
取

っ
て
、
鳥

の
子
紙
仕
立
て
の
立
派

な
系
図
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
他
に
は
見
ら
れ
な

い
珍
し
い
系
図

で
、
徳
川
は

本
来

は
源
氏
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
惣
領

の
筋
が
二
流

に
分
か
れ
て
、
そ
の

一

つ
が
藤
原
氏

に
な

っ
た
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

惣
領
の
筋

の

一
つ
が
源
氏

か
ら
藤
原
氏

に
変
わ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
事
情

は
不
明
で
あ
る
が
、
家
督
継
承
に
際
し
て
藤
原
氏

の
人
間
を
養
子
な
い
し
婿
養

子
に
迎
え
な
ど
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
系
図
の
記
載
を
先
例
と
し
て
執
奏
し
て
、
天
皇

の
勅
許
を
得
た
と
い
う
次
第

で
あ
る
。

こ
の
書
状
が
指
し
て
い
る
の
は
、
永
禄
九
年
十
二
月

に
朝
廷
か
ら
勅
許
が
下

さ
れ
た
、
家
康

の
松
平
か
ら
徳
川

へ
の
家
名

の
変
更
と
、
従
五
位
下
三
河
守
の

官
位
叙
任

の
問
題
で
あ
る
。

書
状
の
表
面
だ
け
を
見
る
な
ら
ぽ
、
従
前

の
松
平

の
家
名
を
徳
川

に
改
め
る

た
め
だ
け

の
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
勅
許
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
核

心
的
な
事
柄
は
、
そ

の
背
景

に
あ
る
家
康

の
官
位
叙
任
と

「氏
」

の
変
更
の
問
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徳川家康の源氏改姓問題

題

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
こ
こ
で
の
家
康

に
と

っ
て
の
課
題
は
、
従
五
位
下
三
河

守
と
い
う
朝
廷
官
位
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
家
名
を
変

更
し
、
姓
氏
を
整
え
る
必
要
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
三
河
国
の
在
地
領
主
の
第

一
人
者
と
し
て
、
三
河

一
国

の
平
定
を
進

め
て
い
た
家
康
と
し
て
は
、
隣
国
の
今
川

・
武
田
と
い
っ
た
清
和
源
氏
の
流
れ

を
汲
む
諸
勢
力
と
対
抗
し
、
あ
る
い
は
三
河
国
内
に
あ

る
吉
良
な
ど
の
名
族
を

支
配
下
に
収

め
て
い
く
た
め
に
は
、
従
前

の
土
豪

の
出
自

の
ま
ま
で
は
限
界
が

あ
り
、
多
く
の
戦
国
大
名
が
そ
う
で
あ

っ
た
の
と
同
様

に
、
自
ら
の
立
場
を
正

当
化
し
て
く
れ
る
高
い
政
治
的
権
威
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
貴
族
の
身
分

に
連
な
る
従
五
位
下

の
位
階
と
、
三
河
国

の
国
主

の
シ
ソ
ボ

ル
と
も
な
る
三
河

守

の
称
号
は
家
康
に
と

っ
て
不
可
欠
な
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
右

の
叙
爵
問
題

に
つ
い
て
は
、

松
平

の
名
前

で
は
先
例
も
無

い
こ
と

か
ら
、
清
和
源
氏
の

一
族
新
田
の
末
流

で
あ
る
徳
川

(得
川
)
義
季
に
系
譜
上

の
つ
な
が
り
を
求
め
、
こ
れ
を
申
し
立

て
て
徳
川
と
家
名
を
改
め
る
こ
と
に
な

っ
た
と

い
う
次
第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
叙
爵
ー
家
名
変
更
問
題

に
は
、
も
う

一
つ
複
雑
な
問
題
が
絡

ん
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
氏
に
関

わ
る
問
題

で
あ

っ
て
、
結
果
的
に
は
、

こ
の
新
た
な
家
名
で
あ
る
徳
川
に
つ
い
て
は
、
氏
と
し
て
は
源
氏

で
は
な
く
藤

原
氏
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
家
康

の
叙
爵
問
題

の
実

現
の
た
め
に
、
前
久

の
意
を
受
け
て
調
査

し
て
い
た
吉
田
兼
右
が
探
し
求
め
て

き
た
万
里
小
路
家
の
旧
記

の
系
図
で
は
、

徳
川
は
徳
川
で
も
源
氏
か
ら
藤
原
氏

に
氏
が
変
わ

っ
て
い
た
そ
れ
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、
家
康

の
改
姓
問
題
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
の
第

一
と
な
る
。

な
に
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
面
倒
な
問
題
に
逢
着
す
る
は
め
に
な

っ
た
か
は
大
い

に
疑
問
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
る

一
つ
と
し
て
は
、
吉
田
の
求

め
て
き
た
藤
原
氏
徳
川

(得
川
)
の
系
図

の
中

に
、
松
平

の
先
祖

の
人
物

に
し

て
、
新
田
-
徳
川

(得
川
)

の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
記
載
が
あ

っ

た
た
め
か
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
今

一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
家
康

の
叙

爵
ー
改
姓
問
題
を
執
奏
し
て
い
る
の
が
、
藤
原
氏
の

「氏

の
長
者
」
で
あ
る
関

白
近
衛
前
久
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
徳
川

の
氏

は
藤
原
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

源
氏
系

の
武
士
身
分
の
者
と
し
て
叙
爵
を
求
め
る
以
上
は
、
源
氏

の

「氏

の

長
者
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
足
利
将
軍
家

の
執
奏
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ

う
が
、
家
康
は
足
利
家
に
つ
て
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、

こ
の
永
禄
九
年
と
い
う
時
期

は
足
利
将
軍
家
そ
の
も
の
が
争
乱

の
極

に
あ

っ
て
、
前
年

の
同
八
年
五
月

に
は
第
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
が
三
好

一
党

・
松
永
久
秀
ら
に
よ

っ
て
弑
さ
れ
る
に
至
り
、
将
軍
職
が
空
白
と
い
う
異

常
事
態
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
康
が
叙
爵
に
際
し
て
近
衛
前
久

に
執
奏

を
依
頼
し
、
そ
の
姓
氏
と
し
て
藤
原
氏
を
選
択
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
事
情
に

も
と
つ
く
も

の
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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年 月 日 発給者署名

表1徳 川家康発給の姓氏記載文書一覧

宛 所 文書様式 事 項 典 拠

永 禄4.4.15

永 禄4.6.27

永 禄4.10.6

永 禄5.5.22

永 禄5.8.6

永 禄6.5.9

天 正14.9.7

天 正14.9.7

天 正14.9.7

松蔵 源元康(花押)菅 沼定直等四名

源元康(花押)松 井忠次

蔵人佐源元康御判 西郷清員

岡蔵 源元康(花押)松 平伊忠

松蔵 源元康(花押)松 井康忠

岡蔵 源元康(花押)松 平伊忠

三位中将藤原家康(花押)大 通院

三位中将藤原家康御判 龍潭寺

三位中将藤原家康(花押)鴨 江寺

誓詞覚書

所領宛行状

直状

所領安堵状

所領宛行状

所領安堵状

禁制

寺院条目

諸役免許状

知行安堵その他

津平郷一円領掌

西郷義勝の名代承認

本領安堵、新恩給与

市田半勢方等1810貫文

鵜殿長持譲状の保証

寺中門前狼藉停止

徳政免除、走入者処置等

山林不入 ・諸役免除

久能山東照宮蔵 ・新修745

。新修746

水月明鑑 ・家康上44

島原松平家文書 。家康上47

徳川恒孝氏蔵 ・新修747

松平千代子氏蔵 ・家康上850

遠江大通院文書 ・家康上696

遠江龍潭寺文書 ・家康上697

遠江鴨江寺文書 ・家康上698

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19。11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.一

天 正19.11.

天 正19.11.一

天 正19.11.一

大納言源朝臣御書判 宝金剛寺

正二位源朝臣(花押)薬 師別当霊儀坊

大納言源朝臣御判物 大長寺

正二位源朝臣(花押)鶴 岡八幡宮

正三(ママ)位源朝臣御直判 建長寺

正二位源朝臣(花押)円 覚寺

正二位源朝臣御直判 松岡東慶寺

大納言源朝臣御判 藤沢寺(清浄光寺)

大納言源朝臣(花押)相 模青蓮寺

大納言源朝臣(花押)武 蔵六所宮

大納言源朝臣 神田宮(神 田明神)

大納言源朝臣御花押 大宮氷川社

大納言源朝臣(花押)氷 川女体社

大納言源朝臣御判 古谷本郷八幡宮

大納言源朝臣(花押)吉 祥寺

大納言源朝臣御書判 龍淵寺

大納言源朝臣(花押)慈 恩寺

大納言源朝臣御花押 龍園寺

大納言源朝臣御書判 甘棠院

大納言源朝臣(花押)深 大寺

正二位源朝臣(花押)鷲 宮社

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

社領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

社領寄進状

社領寄進状

社領寄進状

社領寄進状

社領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

寺領寄進状

社領寄進状

相模国国府津22石

相模国日向郷60石

相模国岩瀬50石

相模国鎌倉840貫文余

相模国鎌倉95貫文余

相模国鎌倉144貫文余

相模国鎌倉112貫文余

相模国藤沢100石

相模国手広25石

武蔵国府中500石

武蔵国江戸30石

武蔵国大宮村100石

武蔵国三室郷50石

武蔵国古尾谷50石

武蔵国本郷50石

武蔵国成田100石

武蔵国慈恩寺郷100石

武蔵国越生100石

武蔵国久喜郷100石

武蔵国深大寺郷50石

武蔵国鷲宮400石

宝金剛寺文書 ・家康中90

薬師別当文書 ・家康中92

大長寺文書 ・家康92

鶴岡八幡宮文書 。家康中94

建長寺文書 ・家康中97

円覚寺文書 。家康中98

東慶寺文書 ・家康中101

藤沢道場記 。家康中110

西角井家文書 ・.家康中110

大国魂神社文書 ・家康中119

神田神社書上 ・家康中123

朝野旧聞哀藁 ・家康中125

氷川女体社文書 ・新修194

新編武蔵風土記 。家康中126

吉祥寺文書 ・家康中131

新編武蔵風土記 ・家康中137

慈恩寺文書 ・家康中138

朝野旧聞哀藁 ・家康中140

甘棠院文書 ・新修143

深大寺文書 ・新修160

鷲宮神社文書 ・新修195
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天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)香 取大明神社 社領寄進状 下総国香取郷1000石 香取文書纂 ・家康中166

天正19.11.一 大納言源朝臣御書判 大巌寺 寺領寄進状 下総国千葉郡一 檀林誌 ・家康中171

天正19.11.一 大納言源朝臣(花押)妙 見堂(金 剛授寺)寺 領寄進状 下総国千葉郷200石 西角井正文氏蔵 ・新修201

天正19.11.一 正二位源朝臣御判物 満徳寺 寺領寄進状 上野国徳川郷100石 満徳寺文書 ・家康99

天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)足 利学校 所領寄進状 下野国足利郡100石 西角井正文氏蔵 ・新修775

天正19.11.一 正二位源大納言(花押)三 島大明神 社領寄進状 伊豆国田方之郡330石 矢田部文書 ・新修222

慶長6.1.一 朱印(「源家康忠恕」)渡 海朱印状 呂宋国渡海許可(偽文書力)神 宮徴古館所蔵 ・新修298

慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)安南国太守 国書(復 書)安 南国商船通航保障 『異国日記』慶長六年十月条

慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)呂宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長六年十月条

慶長7.6.2朱 印(「源家康」)大 樹寺 寺院条目 大樹寺法式 三州大樹寺之旧記 ・家康184

慶長7.6.16朱 印(「源家康」)三 河一宮(砥鹿神社)社 領寄進状 三河国一宮村100石 内閣文庫所蔵 ・新修315

慶長7.6.16朱 印(「源家康」)天 恩寺 寺領寄進状 三河国片寄村79石余 内閣文庫所蔵 ・新修316

慶長7.6.16朱 印(「源家康」)宗 福寺 寺領寄進状 三河国中島村30石余 内閣文庫所蔵 ・新修317

慶長7.6.16朱 印(「源家康」)善 国寺 寺領寄進状 三河国渡村24石 余 酉角井正文氏蔵 ・新修803

慶長7.6.22朱 印(「源家康」)小 薗神明社 社領寄進状 三河国中島村10石余 内閣文庫所蔵 ・新修318

慶長7.6.26朱 印(「源家康」)悟 真寺 寺領寄進状 三河国吉田村80石余 内閣文庫所蔵 ・新修319

慶長7.6.26朱 印(「源家康」)龍 拈寺 寺領寄進状 三河国吉田村25石余 内閣文庫所蔵 ・新修320

慶長7.8.5文 中(厂 日本国源家康」)大 泥国太守 国書(復 書)大 泥国商船通航保障 『異国日記』慶長七年八月条

慶長7.8.一 文中(「 日本国源家康」)呂 宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長七年八月条

慶長7.8.5朱 印(「源家康」)白 毫寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石余 内閣文庫所蔵 ・新修321

慶長7.8.5朱 印(「源家康」)法 貴寺 寺領寄進状 大和国法貴寺村17石余 内閣文庫所蔵 ・新修323

慶長7.8.6朱 印(「源家康」)円 証寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修324

慶長7.8.6朱 印(「源家康」)喜 光寺 寺領寄進状 大和国菅原村30石 内閣文庫所蔵 ・新修324

慶長7.8.6朱 印(「源家康」)法 華寺(壺 坂寺)寺 領寄進状 大和国四条村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修325

慶長7.8。6朱 印(厂源家康」)般 若寺 寺領寄進状 大和国般若寺門前30石 内閣文庫所蔵 ・新修326

慶長7:8.6朱 印(厂源家康」)不 退寺 寺領寄進状 大和国法蓮村50石 内閣文庫所蔵 ・新修326

慶長7.8.6朱 印(「源家康」) .福智院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修327

慶長7.8.6朱 印(「源家康」)不 空院 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修328

慶長7.8.6朱 印(「源家康」)十 輪院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修329

慶長7.'9.15朱 印(「源家康」)渡 海朱印状 安南国渡海許可 前田家文書 ・家康230

備考 典拠欄の 「家康」は中村孝也編 『徳川家康文書の研究』(日 本学術振興会、1959)を 、「家康中126」 は同書中巻p.126を 示す。

「新修」は徳川義宜編 『新修徳川家康文書の研究』(徳川黎明会、1983)を 、数字は同書の頁数:を示す。
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第
二
節

家
康
発
給
文
書
に
見
え
る
そ
の
姓
氏

の
変
遷

家
康

の
姓
氏
問
題
に
つ
い
て
次
に
検
討

す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
氏
と

し
て
藤
原
氏
を
選
択
し
た
家
康
が
、
何
時
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ

い
て
源

氏

に
改
姓
し
た
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

通
説

は
永
禄
九
年
以
後

の
家
康

の
姓
氏

の
用
法
は
恣
意
的

で
あ
り
、
状
況
と

対
象
次
第
で
藤
原
氏
と
源
氏
と
を
適
宜
に
使

い
分
け
て
お
り
、
家
康
が
吉
良
系

図
を
借
用
し
て
清
和
源
氏
と
し
て
の
体
裁

を
正
式
に
整
え
た
の
は
、
前
掲
近
衛

前
久
書
状
に

「将
軍
望
に
付
候

て
の
事
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

慶
長
五

(
一
六
〇
〇
)
年

の
関

ヶ
原
合
戦

に
よ

っ
て
天
下

の
覇
権
を
確
立
し
て

の
ち
、
同
八
年

の
征
夷
大
将
軍

へ
の
任
官
が
現
実
の
政
治
日
程
に
上

っ
て
以
後

の
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
米
田
雄
介
氏

の
口
宣
研
究

に
よ
る
な
ら
ぽ
、
家
康
宛
口
宣

に

記
載
さ
れ
た
家
康

の
姓
氏
を
見
た
と
き

、
少
な
く
と
も
天
正
二
十

(
一
五
九

二
)
年
以
降

(天
正
十
四
年
、
同
十
五
年
の
分
は
姓
氏
不
明
)
の
も

の
に

つ
い
て

は
源
氏
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
家
康
が
死
を
迎
え
る
元
和

二
年

の
も
の
ま
で
源
氏

で

一
貫
し
て
お
り
、
い
さ
さ
か
の
ゆ
ら
ぎ
も
認
め
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
通
説
と
の
齟
齬
は
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

米
田
氏

の
研
究
は
家
康
に
朝
廷
か
ら
給
付
さ
れ
た
口
宣

の
分
析
に
基
づ
く
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
家
康

の
姓
氏
問
題

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
家
康
側
か

ら
の
発
給
文
書

の
署
名

の
あ
り
方
と
も
併

せ
見
て
、
総
合
的

に
判
断
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
家
康

の
発
給
文
書
に
お
い
て
姓
氏
使
用
が
ど

の
よ
う

で
あ

っ
た
の
か
、
朝
廷
か
ら
授
与
さ
れ
た
口
宣

に
記
さ
れ
た
姓
氏
と
合
致
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
関
わ
り
な
く
、
家
康
は
自
己

の
姓
氏
を
自
由

に

使

い
分
け
て
用
い
て
い
た
の
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

表
1
に
掲
げ
た
も

の
は
、
家
康

の
発
給
文
書

の
う
ち
姓
氏
を
記
載
し
た
文
書

を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

先
ず
永
禄
四
～
六
年
頃
、
家
康
が

い
ま
だ
元
康
と
名
乗

っ
て
い
た
時
期
に
、

源
氏
を
称
す
る
文
書
が
六
点
確
認
さ
れ
る

(う
ち
五
点
は
正
文
)
。
次

い
で
天

正
十
四
年
九
月
七
日
付

で

「三
位
中
将
藤
原
家
康
」
の
署
名
を
も

つ
寺
院
宛
文

書
が
三
通
存
在
す
る

(う
ち
二
通
は
正
文
)
[補
注
1
]
。
そ

の
の
ち
家
康
は
同

十
八
年

の
徳
川
家

の
関
東
入
部
に
と
も
な
い
翌
十
九
年
十

一
月
付

で
、
相
模
鶴

岡
八
幡
宮

・
建
長
寺

・
円
覚
寺

・
藤
沢
寺
、
武
蔵
大
宮
氷
川
社

・
吉
祥
寺
、
下

総
香
取
社

・
大
巌
寺
な
ど
関
東

の
寺
社

に
対
し
て
、
寺
社
領

の
寄
進

の
判
物

・

朱
印
状
三
百
通
ほ
ど
を
い
っ
せ
い
に
発
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、

鶴
岡
八
幡
宮
や
建
長
寺

・
円
覚
寺
な
ど
名
社
名
刹

に
対
し
て
は
そ
の
寄
進
状

に

「
正
二
位
源
朝
臣
」
な
い
し

「大
納
言
源
朝
臣
」
の
二
種

の
署
名
を
用

い
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る

(う
ち
十
四
通
は
正
文
と
し
て
現
存
す
る
)。

こ
の
天
正
十
九
年

の
源
氏
署
名

の
文
書
の
大
量
発
給
の
事
実
は
留
意
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
源
氏
、
藤
原
氏
の
混
用
と
い
う
こ
と
は
な

く
源
氏

の
記
載
で

一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
米
田
氏

の
口
宣
研
究
に
お

い
て
天
正
二
十
年
頃
以
降
は
家
康

の
姓
氏
が
源
氏

に
変
更
さ
れ
、
以
後
そ
れ
で

42



徳川家康の源氏改姓問題

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
即
応
す

る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
通
説
が
家
康

の
姓
氏

の
使
用
が
恣
意
的

で
あ
る
と
見
な
し

て
き
た
根
拠
と
し
て
は
次
の
も

の
が
あ

る
。
先

の

「藤
原
家
康
」
の
署
名
を
も

つ
文
書
を
発
給
し
て
い
る
同
じ
天
正
十
四
年

の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
年
三
月
二

十
七
日
付

で
、
家
康
か
ら
安
房
国

の
国
主
里
見
義
康

に
送

っ
た
誓
書
の
第

一
条

(
10
)

に
以
下

の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

二

、
年
来
申
談
候

二
付
て
蒙
レ仰
候

条
、
相
心
得
存
候
、
殊

一
性

(姓
)

之
儀

二
候
間
、
義
康
様
御
身
上

一
廉
引
立
可
レ申
事
」

右
文
書

に
見
え
る

「
一
姓
の
儀
」

の
文
言
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
は
徳
川
と
里
見
と
が
、
同
じ
新
田

の
流
れ
を
汲
む
清
和
源
氏

の

一
族
で
あ

る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
と
解
釈
で
き

る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
家
康

の
姓
氏

の
用
法
は

一
方
で
は
藤
原
氏
を
用

い
て
お
り
な
が
ら
、
全
く

の
同
時
期
に
、
他

方
で
は
源
氏
を
称
す
る
と
い
う
ふ
う
に
便
宜
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
里
見
宛

の
も

の
は
そ
の
姓
氏
の
問
題
が
書
状

の
文
中

で
語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
源
氏
の
文
字
を
家
康
が
自
己

の

署
名
に
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
も
留
意
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

表
1
に
も
見
え
る
通
り
、
家
康
は
永
禄
九
年

の
叙
爵
以
前

の
若

い
頃
か
ら
源

氏
の
称
を
盛
ん
に
用

い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
家
康
に
と

っ

て
源
氏
は
本
来
の
念
願

の
筋
で
あ

っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
里
見
宛

の
書
状
に
心
情
的
な
意
味

で
の
血
統
的
同

一
性
を
語

っ
た
と
し
て
も
怪

し
む
に

は
あ
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
源
氏

の
称
を
、
永
禄

九
年
以
後
は
文
書
の
署
名

に

一
切
用

い
て
い
な
い
こ
と
の
方
を
問
題
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
米
田
氏

の
家
康
宛
口
宣
の
研
究

の
結
果
と
も

一
致
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、

こ
の
時
期

の
徳
川
家
康

の
姓
氏
に
つ
い
て
は
藤
原
氏

で

一
貫
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
前
久

の
書
状
の
後
半

に
あ
る

「只
今

は
源
家

に
又
氏
を
か

へ
ら
れ
候
」
と
い
う
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
、
藤
原
氏
を
源
氏
に
改

姓
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
改
姓
の
理
由
と
時
期
の
問
題

で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
同
書
状

に
さ
ら
に
続
け
て

「将
軍
望

に
付
候
て
の
事
と
申

候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長

八
年
二
月

の
将
軍
宣
下
を
間
近
に
控
え
て
の
時

期

に
、
に
わ
か
に
執
り
行
わ
れ
た
操
作
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
の
通
説

で
は
考
え

ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
足
利
系
源
氏

の
名
族

で
あ
る
吉
良
家

か
ら
系
図
を
譲
り

受
け
て
、
清
和
源
氏
に
連
な
る
系
図
を
作
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
徳
川
家
康
の
源
氏
冒
称
の
根
拠

の

一
つ
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

t
か
し
な
が
ら
前
述
の
ご
と
く
、
家
康
宛
口
宣
お
よ
び
家
康
発
給
文
書

の
い
ず

れ
の
姓
氏
記
載
か
ら
し
て
も
、
家
康
の
源
氏

へ
の
改
姓
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に

早
く
、
天
正

の
末
年
に
は
現
実

の
も
の
.と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
れ
は
、
よ
り
旦
ハ体
的

に
は
何
時

の
時
点
の
問
題

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
源
氏
改
姓

の
事
情
と
意
味
と
は
い

っ
た
い
ど

の
よ
う
な
性

格

の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
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第
三
節

天
正
十
六
年

の
聚
楽
行
幸
と
家
康
の
源
氏
改
姓

家
康

の
源
氏
改
姓

の
旦
ハ体
的
な
時
期

に

つ
い
て
、
家
康
宛
口
宣

の
研
究
を
行

っ
た
米
田
氏

は
、
天
正
二
十
年
九
月

に
、
家
格
と
し
て
の
清
華
成
り
を
家
康

に

勅
許
し
た
口
宣
の
控
え
に

「源
家
康
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

年
に
源
氏
改
姓
が
な
さ
れ
た
も

の
と
結
論

づ
け
た
。

し
か
し
な
が
ら
前
述

の
、
天
正
十
九
年

の
関
東
寺
社
に
対
す
る
大
量
の
所
領

寄
進
状
に
源
氏
の
姓
氏
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
な
ら
ば
、
家
康

の
源

氏
改
姓

の
時
期
は
さ
ら
に
遡
ら
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
米
田
氏
が
提
示
さ
れ

た
壬
生
家
文
書

の
家
康
宛
口
宣
の
控
え
に
よ
る
な
ら
ぽ
、
天
正
十
二
年

二
月
二

十
七
日
付

の
家
康
の
参
議
任
官
の
口
宣

に
は

「藤
原
家
康
」
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
同
十
四
年
十
月
四
日
付

の
権
中
納
言

任
官
お
よ
び
同
十
五
年
八
月
八
日
付

の
従
二
位
権
大
納
言
叙
任

の
口
宣
に
つ
い
て
は
、
家
康

の
姓
氏
は
詳
ら
か
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

米
田
氏
は
こ
れ
ら
の
口
宣

に
つ
い
て
も
家
康

の
姓
氏
は
藤
原
氏
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
.そ
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点

が
再
考
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
家
康

の
源
氏
改
姓

の
時
期
は
天

正
十
四
年
か
ら
同
十
九
年

の
間
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
正
十
六
年
四
月

に
秀
吉
が

催
し
た
聚
楽
行
幸
の
お
り
の
記
録

『聚
楽

行
幸
記
』

の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
後

陽
成
天
皇

の
聚
楽
行
幸
に
際
し
て
は
、
関

白
秀
吉

の
命

に
対
す
る
恭
順
な
ど
を

定
め
た
有
名
な
三
ヶ
条
誓
詞
を
諸
大
名
か
ら
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
家
康

(
11

)

は
こ
の
誓
詞

に

「大
納
言
源
家
康
」
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
ま
た
そ
の

お
り
に
催
さ
れ
た
歌
会

の
記
録

に
も

「権
大
納
言
源
家
康
」
の
名
で
家
康

の
和

歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
を
記
し
た
大
村
由
己

の

『聚
楽
行
幸
記
』
は
行
幸
直
後
の
同
年
五
月
に

成
書
を
見
て
い
る
か
ら
、
家
康

に
関
す
る
名
前

の
記
載
も
事
実
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
。
現
存

の
同
書
の
諸
写
本
を
閲
し
て
も
、
こ
の
点

に
つ
い
て
の
相
違

は

認
め
ら
れ
な

い
。

実
際
、
家
康

の
藤
原
氏
か
ら
源
氏

へ
の
改
姓

は
こ
の
聚
楽
行
幸
が
大
き
な
画

期
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
聚
楽
行

幸

の
あ

っ
た
天
正
十
六
年

の
正
月
、
そ
れ
ま
で
中
国

の
毛
利
輝
元

の
下

に
身
を

寄
せ
、
備
後

の
鞆

に
居
し
て
名
目
的
に
は
な
お
室
町
幕
府

の
第
十
五
代
将
軍
と

し
て
あ
り
続
け
て
い
た
足
利
義
昭
が
上
洛
し
、
出
家
し
て
昌
山
と
号
す
る
に
至

(
12

)

っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
長
き

に
わ
た
っ
て
命
脈
を
保

っ
て
き
た
足
利
将
軍
家
も
、
最
終
的
に
.

消
滅

の
時
を
迎
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
源
氏

の
長
者
と
し
て
の
地
位
を
併

せ
も

つ
足
利
将
軍
家

の
終
焉
と
い
う
事
実
は
、
家
康

に
と

っ
て
こ
れ
ま
で
甘
ん
じ
て

き
た
藤
原
氏
か
ら
、

か
ね
て
念
願
の
筋
で
あ
る
源
氏
に
改
姓
す
る
大
き
な
画
期

を
な
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ

に
合
わ
せ
て
、
従
前
の
藤
原
氏
徳
川
か
ら
源
氏
徳
川

に
系
図
を

組
替
え
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
徳
川

(得
川
)
に
も
近

い
足
利
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表21家 康の官位叙任文書一覧

従
五
位
下

参
河
守

左
京
大
夫

従
五
位
上

侍
従

正
五
位
下

従
四
位
下

右
近
衛
権
少
将

従
四
位
上

正
四
位
下

左
近
衛
権
中
将

従
三
位

参
議

権
中
納
言

正
三
位

権
大
納
言

従
二
位

左
近
衛
大
将

盲 位口 宣口 位口 宣口 宣口 位口 宣口 位口 位口 宣口 位口 位口 宣口 位口 宣口 宣口 位口
匕 記宣 旨宣 記宣 旨宣 旨宣 記宣 旨宣 記宣 記宣 旨宣 記宣 記宣 旨宣 記宣 旨宣 旨宣 記宣
日

永
禄

九
年
十
二
月
廿
九
日

同
年

同
且

同
日

永
禄
十

一
年

正
月
十

一
日

元
亀

二
年

正
月

五
日

元
亀

二
年

正
月
十

一
日

天
正

二
年

正
月

五
日

天
正

五
年
十
二
月

十
日

天
正

五
年
十
二
月
廿
九
日

天
正

八
年

正
月

五
日

天
正
十

一
年

十
月

五
日

天
正
十

一
年

十
月

七
日

天
正
十
二
年

二
月
廿
七
日

同
年

同
月

同
日

天
正
十
四
年

十
月

四
日

天
正
十
四
年
十

一
月

五
日

天
正
十
五
年

八
月

八
日

同
年

同
月

同
日

天
正
十
五
年
十
二
月
廿
八
日

左
馬
寮
御
監

正
二
位

内
大
臣

従

一
位

征
夷
大
将
軍

源
氏
長
者

源
氏
長
者

両
院
別
当

右
大
臣

牛
車

牛
車

随
身
兵
仗

太
政
大
臣

贈
正

一
位

宮
号
位
記

占旦
匕
日
付
口
宣

位

記

宣
旨

口
宣

位

記
宣

旨

古旦
匕
日
大
外
記

古旦
匕
日
左
大
史

宣

旨

宣

旨

出旦
匕
田
大
外
記

宣
旨
左
大
史

宣
旨

釦
髄

位
記

慶 慶 文
長 長 禄

正 元 元
保 和 和

二 三 二 同 同 同 同 同 同 同 八 七 同 五 同
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
十
一 三 三 同 同 同 同 同 同 同 二 正 同 五 同

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
十 十

三 九 七 同 同 同 同 同 同 同 二 六 同 八 同
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

備考 日光東照宮所蔵文書に拠る。
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系
源
氏
の
吉
良
か
ら
系
図
を
譲
り
受
け
て
、
新
田
系
源
氏

の
徳
川
と
し
て
の
系

図
を
整
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
近
衛
前
久

の
書
状

に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
源
氏

へ
の
改
姓
は
同
時
に

「将
軍
望

に
付
候
て
の
事
」、
す
な
わ
ち
征

夷
大
将
軍

へ
の
任
官
を
射
程
に
置

い

て
の
処
置
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
な
れ
ば
、
足
利
義
昭
が
落
飾

し
て
足
利
将
軍
家
が
消
滅
し
た
そ
の
時
期

か
ら
、
家
康
が
公
然
と
源
氏
の
称
を

用
い
始
め
た
と
い
う
こ
と
も
納
得

い
く
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

豊
臣
関
白
体
制
が
正

に
完
成
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
に
、
家
康
の
源
氏

改
姓
と
征
夷
大
将
軍

の
志
向
が
同
時
に
進

行
し
て
い
た
と
い
う

の
は
不
可
解

の

こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
や

は
り
そ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
る
。
足

利
将
軍
家
が
終
焉
を
迎
え
た
正
に
そ
の
時
期
に
、
家
康
が
姓
氏
を
源
氏
に
改
め

て
公
然
と
こ
れ
を
用

い
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
、
何
を
志
向
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
か
は
、
当
該
時
代

の
人
々
に
と

っ
て
明
瞭
な
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
他
な
ら
ぬ
秀
吉
が
、
こ
の
家
康

の
行
動
を
是
認
し
て
い
た
と
い
う
事
実

に
思

い
を
致
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
に
加
え
て
次

の
問
題

が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
や
は
り
官
位
問
題
で
あ
り
、
表

2
に
見
え
る
ご
と
く
家
康
は
天
正
十

五
年
十
二
月
二
十
八
日
に
従
前

の
大
納
言

に
加
え
て
左
近
衛
大
将

・
左
馬
寮
御

監

の
二

つ
の
官
職
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、

こ
の
近
衛
大
将
お
よ

び
馬
寮
御
監

の
両
官

は
鎌
倉

・
室
町
幕
府

よ
り
こ
の
方
、

一
般

の
武
家
領
主
の

補
任
さ
れ
る
官
職

で
は
な
く
、
伝
統
的

に
征
夷
大
将
軍

に
付
随
す
べ
き
性
格
の

官
職
で
あ
る
。
厳
密

に
言
え
ば
、
将
軍
に
付
随
す
る
の
は
右
近
衛
大
将

・
右
馬

寮
御
監

の
方
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
右
の
家
康

の
任
官
に
そ
の
よ
う
な
含
意

の

(
13
)

あ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
天
正
十
六
年
を
中
心

に
執
り
行
わ
れ
た

一
連

の
事
態

は
す
べ
て
互
い

に
相
即
す
る
関
係

に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
家
康

の
征
夷
大
将
軍

へ
の
志
向
に
か
な

う
形

で
揆
を

一
に
す
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

も

っ
と
も
、
こ
れ
が
将
軍
任
官

へ
の
布
石
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆

に
将
軍

任
官

の
代
替
措
置
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
の
か
は
俄

に
は
判
断
し
か
ね
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
豊
臣
関
白
体
制
の
下
で
公
然
と
徳
川
将
軍
制
を

志
向
す
る
よ
う
な
政
治
力
学
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結

語

家
康
の
源
氏
改
姓
問
題
の
国
制
的
意
義

徳
川
家
康
と
源
氏
改
姓
、
そ
し
て
将
軍

の
地
位
と
の
関
係
は
だ

い
た
い
以
上

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
す
る
。
そ
こ
に
は

一
般

に
了
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
、
慶
長
五
年

の
関

ヶ
原

の
合
戦
で
天
下
の
覇
権
を
手
中
に
収
め
、

そ
れ
よ
り
同
八
年
二
月

の
将
軍
任
官

に
い
た
る
ま
で
の
時
期
に
、
将
軍
就
任

に

適
合
す
る
よ
う
に
清
和
源
氏
と
し
て
の
系
譜
づ
く
り
を
俄
に
執
り
行

っ
て
形
を

整
え
た
と
い
う
歴
史
像
と
は
か
な
り
異
な

っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の

で
あ
る

[補
注
2
]
。

家
康

の
源
氏
改
姓
は
慶
長
八
年

の
問
近
か
で
は
な
く
、
天
正
十
六
年

の
足
利
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徳川家康の源氏改姓問題

将
軍
家

の
終
焉
と
と
も
に
実
現
さ
れ
て
い

っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
、
そ
し
て

そ
れ
は
政
治
史
的
な
観
点

か
ら
す
る
な
ら
ば
、
豊
臣
関
白
政
権

の
下
に
徳
川
将

軍
制
を
内
包
す
る
よ
う
な
形
で
の
、
権
力

の
二
重
構
造
的
な
国
制
を
構
想
し
て

い
く
も

の
で
あ

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
は
秀
吉

に
と

っ
て
天
下
統

一
を
効

果
的
に
推
進
し
、
こ
と
に
は
小
田
原

北
条
を
は
じ
め
と
す
る
敵
対
諸
勢
力
の
蟠
居
す
る
東
国

・
奥
羽
方
面

の
平
定
を

実
現
す
る
に
際
し
て
、
自
己

の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
た
る
家
康
を
同
盟
者
と
し
て

繋
ぎ
と
め
、
か
つ
は
東
国

・
奥
羽
平
定
作
戦

の
先
鋒
と
し
て
の
役
割
を
期
待
せ

ん
が
た
め
の
措
置
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
豊
臣
政
権
下
で
は
家
康
が
将
軍
に
任
官
す
る
こ
と
は
終
に
見
ら
れ

ず
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
実
上

の
将
軍
制
と
名
付
け
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
他
面
、
豊
臣
政
権

の
下

に
お

い
て
は

「坂
東
法
度
、
置
目
、
公
事
篇

(14

)

(中
略
)
家
康
可
申
付
候
事
」
と

い
う
よ
う
な
文
言
規
定
が
後
々
ま
で
見
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
家
康
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
東
国
に
対
す
る
管
轄
権
な
い
し
支
配

権

の
内
容
と
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
豊
臣
関

白
政
権
下
で
の
事
実
上
の
将
軍
制
と
い
う
国
制
の
様
態
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

注(1

)

渡
辺

世
祐

「
徳

川
氏

の
姓

氏

に
就

い

て
」

(
『史

学
雑
誌

』

三
〇
編

一
一
号
、

一
九

一
九
年

)

(
2
)

中

村
孝

也

『
徳
川

家
』

(至

文
堂

、

一
九
六

一
年
)
。

な
お
本

問
題

に

つ
い

て
の
戦

前

の
研
究

と

し

て
は
星
野

恒

「
三
位

中
将

藤
原
家

康

」

(
『史

学

雑
誌
』

四
編

四
九

号
、

一
八
九

六
年

)
、

阿

部
愿

「
徳

川
家

康

本
姓

考

」

(『
国

学
院

雑

誌

』

一
〇
巻

九
～

一
一
号
、

一
九

〇

四
年

)

な
ど
が

あ

る
。

(3
)

辻

達
也

「伝

統

的
権

威

の
継

承

と
下

克

上

の
論

理
」

(同

編

『
日
本

の
近

世

2

天
皇

と

将
軍

』
中

央

公
論

社
、

一
九
九

一
年
)
、

藤

井

譲

治

『
日
本

の

歴
史

⑫

江
戸

開
府

』

(集
英
社

、

一
九

九

二
年

)

三
〇

・
三

一
頁
。

(4
)

次

の
う

ち
第

一

・
第

三

の
命

題

が
渡

辺
氏

の
も

の
、

第

二
は
中
村

氏

の
補

強
的

見
解

で
あ

る
。

(5
)

米

田
雄
介

「
徳

川
家
康

・
秀

忠

の
叙
位

任
官

文
書

に

つ
い
て
」

(『
栃
木

史

学
』

八
号

、

一
九

九

四
年
)

(
6
)

阿

部
前

掲
論

文
、

中
村

孝
也

『家

康
伝

』

(講

談
社

、

一
九

六
五
年

)

(
7
)

『
朝
野

旧
聞
哀

藁

』
、

『徳

川
実

紀
』
、
等

参
照

。

(
8
)

『
お
湯

殿

の
上

の
日
記

』

(
『
続
群

書

類
従

』
補

遺

三
、
続

群

書

類

従
完

成

会

)
永

禄
十
年

正

月

三
日
条

「
こ
ん
衛

と

の
よ

り
藤

宰
相

[高

倉
永

相
]

し

て

申

さ

れ
候
、
徳

川

し

よ
し
や

く
、

お
な

し
く

、

み
か

は

の
か
み
く

せ

ん
、

頭
弁

に
御

ほ
せ

ら

れ

て
、
け

ふ

い

つ
る
、

お

な

し
く

女
ぽ

う

の
は
う

し

よ

も

い

つ

る
」

(9
)

(年

欠
)

二
月

二
十

日
付

、
近
衛

前
久

書
状

(陽

明

文
庫
蔵

)

(10
)

曲豆
後

羽
柴

文
書

(中

村

『徳

川
家

康

文
書

の
研
究

』

上
巻

六

八
九
頁
)

(
11
)

ち

な

み
に
家

康

の
こ

の
時

の
正
式

の
官

位

は

「権

大
納

言
」

で
あ

る
が

、

家

康

は
自

ら
署
名

す

る

に
あ

た

っ
て
は

た
だ

「大

納
言

」

と

の
み
記
す

の
を

通

例

と

し

て

い
る
。

表

1

に
あ

る
よ
う

に
寺
社

宛

の
寄
進
状

も

そ

れ

で

一
貫

し

て

い
る
し
、
自

分

の
女

子
亀

姫

(奥

平

貞

昌
夫

人

)
宛

の
自

筆

書
状

(『
徳

川
家
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康

文
書

の
研
究

』
中

巻

五
七

頁
)
、

ま
た
細

川

忠

興

に
宛

て

た
文
禄

元

年

の
書

状

に
も

「武

蔵

大
納

言

」
と

記

し

て

い
る

(
『新

修

徳

川
家

康
文

書

の
研

究
』

七

七
六
頁

)
。

(
12
)

『
お
湯
殿

の
上

の
日
記
』

天

正
十

六
年
正

月
十

三

日
条

(
13
)

こ

の
両

官

の
任
命

に

つ
い
て
は
、

こ

の
当
時

の
政

治
状

況

お
よ
び

公
家
、

武

家

の
こ

の
時
点

で

の
任
官

状
況

と
矛

盾

せ
ず
、

寧

ろ
よ

く
合
致

し

て

い
る

の

で
あ

る
が

、

し
か

し
な
が

ら
、

そ

の
任

官
事

実

に
関
す

る
第

一
次

史
料

上

の
典

拠

は
、

現

在

の
と

こ
ろ
未

だ
把
握

し
え

て

い
な

い
。

(!4
)

文
禄

四

年

七
月

付
、

徳
川

家
康

・
毛

利
輝

元

等
連

署
起

請

文

(
『大

日

本

古
文

書

、
毛

利
家

文

書
』

三
)
。

な

お
家

康

と
秀

吉

お

よ
び

豊
臣

家

と
む

関

係

に

つ
い

て
は
、

拙
著

『近

世
武

家

社
会

の
政

治
構

造
』

(吉

川

弘
文

館

、

一
九

九

三
年

)
、
同

『関

ヶ
原

合
戦

』
講

談
社

選
書

メ
チ

エ
、

一
九

九

四
年

)
参

照
。

[補
注
1
、
家
康
の
官
位
]

家
康
の
官
位
に
つ
い
て
は
永
禄
九
年
十
二
月
の
叙
爵
、
従
五
位
下
三
河
守
、
つ

い
で
同
十

一
年
正
月
の
左
京
大
夫
叙
任
ま
で
は
確
認
し
う
る
が
、
.そ
の
後
の
も
の

は
不
明
で
あ
る
。
信
長
時
代
に
ど
こ
ま
で
実
際
に
昇
進
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は

な
い
。

天
正
十

一
年
十
月
五
日
の
叙
正
四
位
下
、
同
七
日
の
任
左
近
衛
権
中
将
、
同
十

二
年
二
月
二
十
七
日
の
叙
従
三
位
、
同
日
の
任
参
議
な
ど
の
官
位
叙
任
に
つ
い
て

は
、
『家
忠
日
記
』
な
ど
の
当
時
の
確
実
な
史
料
に
も
見
え
ず
、
ま
た
小
牧

.
長

久
手
の
合
戦
を
目
前
に
控
え
て
い
た
当
時

の
政
治
状
況
か
ら
し
て
も
考
、兄
難
い
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
同
合
戦
の
戦
後
処
理
と
新
た
な
政
治
体
制
の
構
築
を
課
題

と
し
た
同
十
四
年
十
月
の
家
康
の
上
洛
に
絡
ん
で
、
秀
吉
側
か
ら
の
融
和
策
と
し

て
順
次
、
遡
及
的
に
発
給
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

コ
ニ
位
中
将
藤
原
家
康
」
の
署
名
を
も

っ
た
禁
制
な
ど
三
通
の
文
書
が
天
正
十
四

年
九
月
七
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
こ
の
頃
に
三
位
中
将
の
官
位

が
家
康
の
下
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
三
通
の
文
書
は
三
位
中
将
の
事

始
め
と
し
て
の
吉
書
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
降
の
も
の
は
、
同
年
十
月
二
十
六
日
～
十

一
月
十

一
日
ま
で
の
家
康
上

洛
中
、
こ
と
に
十

一
月
五
日
に
正
三
位
に
叙
さ
れ
た
時
に
、
併
せ
て
遡
及
的
に
発

給
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『公
卿
補
任
』
も
ま
た
家
康
の
任
参
議
を
天
正
十

四
年
に
か
け
て
い
る
。
ま
た

『家
忠
日
記
』
同
年
十

一
月
七
日
条
に

「家
康
御
位

中
納
言

二
被
レ成
候
」
と
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
も
任
中
納
言
が
こ
の
折
り
の
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

[補
注
2
、
「如
雪
」
に
つ
い
て
]

家
康
の
源
氏
改
姓
を

「将
軍
望
に
付
候
て
の
事
」
と
語

っ
た
と
い
う
、
近
衛
前

久
書
状
に
見
え
る

「如
雪
」
と
は
、
『家
忠
日
記
』
天
正
十
六

・
同
十
七
年
頃
の

記
事
に
散
見
す
る
連
歌
師
如
雪
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
同
書
天
正
十
七
年
二
月
十

一
日
条
に
は
家
康
の
領
国
三

・
遠

・
駿
の
連
歌
師
連
衆
十
人
を
駿
府
城
に
集
め
て

連
歌
会
を
催
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

「す
る
か
衆

如
雪
」
と
見

え
る
。
そ
の
他
、
如
雪
は
松
平
家
忠
と
も
親
し
く
つ
き
合

っ
て
お
り
、
徳
川
家
の

内
情
を
知
り
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
連
歌
師
な
ら
ぽ
京
都
に
赴
い
て
近

衛
前
久
の
下
に
伺
候
す
る
こ
と
も
充
分
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
連
し
て

「其
砌
よ
り
如
雪
と
申
す
者
申
候
は
」
と
い
う
語
句
は
、
如

雪
が
語

っ
た
時
期
と
い
う
の
が
、
近
衛
前
久
書
状
が
記
さ
れ
た
慶
長
七
年
頃
よ
り

は
か
な
り
以
前

の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
の
点
も
家
康
の
源
氏

改
姓
を
天
正
十
六
年
と
す
る
と
い
う
判
断
と
合
致
す
る
。
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