
【
要
旨
】

　
秋
田
県
雄お

勝が
ち

郡
（
現
湯
沢
市
）
は
小
野
小
町
出
生
の
伝
承
地
、
ま
た
終
焉
の
伝
承
地
と
し
て
夙

に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
錦
仁
氏
『
浮
遊
す
る
小
野
小
町
』（
笠
間
書
院
）・『
小
町
伝
説
の
誕
生
』

（
角
川
選
書
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は

「
出
羽
秋
田
雄
勝
郡
小
野
村
小
町
出
生
旧
説
略
」
と
い
う
雄
勝
町
に
伝
承
さ
れ
た
雑
多
な
小
町
伝

承
の
一
つ
を
紹
介
す
る
。

【
解
題
】

は
じ
め
に

　
小
町
伝
説
は
、
北
は
秋
田
県
か
ら
南
は
熊
本
県
ま
で
日
本
全
国
に
存
在
し
て
お
り
、
全
国
小
町

サ
ミ
ッ
ト
も
開
催
さ
れ
て
い
る
（
１
）。
そ
の
中
で
も
秋
田
県
雄
勝
郡
雄お

勝が
ち

町
は
小
野
小
町
出
生

の
地
と
し
て
、
ま
た
終
焉
の
地
と
し
て
特
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
錦
仁
氏
『
浮
遊
す
る
小
野

小
町
』（
笠
間
書
院
）・『
小
町
伝
説
の
誕
生
』（
角
川
選
書
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
多

く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
も
と
も
と
伝
説
な
の
で
、
ど
ん
な
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
よ
う
と
も
、
一
つ
の
答
え
（
正

解
）
に
収
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
伝
説
は
資
料
が
集
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
、
広
が

り
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
江
戸
時
代
以
降
、
小
町
の
人
気
に
目
を
つ
け
た
観
光
客
誘
致
・

地
域
活
性
化
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
伝
説
そ
の
も
の
が
都
合
よ
く
変
容
・
増
幅
さ
せ
ら

れ
て
い
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
雄
勝
町
の
小
町
伝
説
は
、
雑
多
な
も
の
を
含
ん
で
い

る
。

　
と
い
う
こ
と
で
小
野
小
町
に
関
す
る
資
料
は
、
都
合
よ
く
合
理
化
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

し
か
も
そ
こ
に
は
巧
妙
に
史
実
と
虚
構
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
憑
性
を
醸
し

出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
資
料
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
説
話
伝
説
資
料
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ

る
。

一

　
そ
う
い
っ
た
質
の
問
題
は
あ
っ
て
も
、
新
た
な
資
料
発
掘
は
研
究
に
と
っ
て
必
須
の
作
業
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
に
架
蔵
の
「
諸
書
祓
書
」
と
い
う
仮
綴
の
写
本
（
全
十
三
丁
）
を
紹
介
す
る

次
第
で
あ
る
。「
祓
書
」
は
「
抜
書
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
表
紙
（
本
文
共
紙
）
を
め
く
る
と
、

二
丁
表
に
「
出
羽
秋
田
雄
勝
郡
小
野
村
小
町
出
生
旧
説
略
」
と
あ
っ
て
、
小
町
出
生
及
び
上
京
に
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二

　
さ
て
、
表
紙
に
「
諸
書
抜
書
」
と
あ
る
こ
と
を
信
じ
れ
ば
、
全
体
が
先
行
す
る
文
献
か
ら
の
抜

粋
集
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
書
名
に
当
っ
て
比
較
し
て
み
た
。

　
最
初
の
「
出
羽
秋
田
雄
勝
郡
小
野
村
小
町
出
生
旧
説
略
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
小
町
塚
の
文

章
に
副
へ
る
記
」
か
ら
の
「
抜
書
」
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
内
容
的
に
は
『
雄
勝
郡
村
記
』『
詩
歌

連
俳
旅
客
集
』
に
も
同
様
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
そ
れ
に
続
く
「
或
人
考
に
云
文
静
聞
」
に
つ
い
て
は
、『
八
雲
御
抄
』
か
ら
の
引
用
で
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
八
雲
御
抄
』
第
五
名
所
部
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
島
」
に
、

や
そ
（
清
輔
抄
云
、
出
羽
に
有
と
云
々
。
普
通
に
は
只
八
十
島
也
）

 

（『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
三
』
４
２
０
頁
）

と
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
に
髑
髏
の
こ
と
は
出
て
い
な
い
。

　
そ
れ
以
下
に
「
新
井
白
蛾
祐
登
宝
暦
五
年
夏
六
月
撰
牛
馬
問
に
」
と
あ
る
の
は
、「
牛
馬
問
」（
宝

暦
六
年
版
）
巻
一
「
小
野
小
町
」
と
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
版
本
の
写
し
と
見
て
間
違
い

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
小

野
と
は
い
は
じ
の
事
」
項
に
八
十
島
の
髑
髏
説
話
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。

　
次
に
「
続
和
歌
極
秘
伝
抄
」（
元
禄
十
五
年
版
）
を
見
る
と
、「
小
野
小
町
が
事
」
と
し
て
ほ
ぼ

同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
版
本
の
写
し
で
間
違
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
末
尾
の
「
近
世
奇
跡
考
」（
文
化
刊
年
刊
）
の
版
本
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
巻
五
「
十

一
加
賀
千
代
尼
伝
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
た
だ
し
末
尾
の
次
の
一
文
が
本
書
で
は
漏
れ
て
い

る
。

千
代
秀
吟
お
ほ
し
。
柿
の
は
つ
ち
ぎ
り
の
句
。
お
き
て
見
つ
寝
て
見
つ
の
句
。
百
な
り
の
句

（
２
）
の
た
ぐ
ひ
人
口
に
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
も
ら
し
つ
。

と
い
う
こ
と
で
、
本
書
は
書
名
の
通
り
諸
書
か
ら
の
抜
書
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

三

　
本
書
の
記
述
内
容
で
面
白
い
の
は
、
文
禄
年
中
に
勃
発
し
た
最
上
義
光
と
小
野
寺
義
道
の
合
戦

に
よ
っ
て
、
貴
重
な
小
町
関
係
の
資
料
（
良
実
の
旧
記
・
小
町
の
文
）
が
焼
亡
し
た
と
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
錦
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に
い
か
に
も
資
料

が
あ
っ
た
よ
う
に
偽
装
で
き
る
し
、
焼
亡
以
後
は
里
人
の
語
り
が
唯
一
の
伝
承
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
を
狙
っ
た
文
飾
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
都
に
上
っ
た
小
町
は
、
母
方
の
身
分
が
卑
し
い
の
で
、
自
ら
の
生
地
を
言
わ
な
か
っ
た
と

あ
り
、
そ
の
た
め
に
小
町
に
つ
い
て
の
謎
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
も
っ
と
も
ら
し

至
る
話
が
七
丁
裏
ま
で
長
々
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
続
い
て
八
丁
表
に
、

右
旧
説
略
は
秋
田
仙
北
院
内
近
東
氏
凡
奥
坊
魯
竹
俳
諧
行
脚
の
頭
院
の
中
よ
り
乞
て
文
静
子

の
写
さ
れ
し
を
予
も
又
写
な
り
。
外
に
図
一
紙
あ
り
し
が
童
の
為
に
失
へ
り
と
云
。

と
奥
書
め
い
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
本
書
の
成
立
を
知
る
最
大
の
手
掛
か
り
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
仙
北
院
内
の
「
近
東
氏
凡
奥
坊
魯
竹
」
と
あ
る
「
魯
竹
」
に
つ
い
て
は
、
錦
氏
の
『
小
町

伝
説
の
誕
生
』
に
出
て
い
る
「
近
藤
魯
竹
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
錦
氏
に
よ
れ
ば
、

魯
竹
は
斎
藤
古
丁
と
一
緒
に
「
小
町
塚
の
文
章
に
副
へ
る
記
」
と
い
う
俳
文
を
書
い
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
魯
竹
の
書
い
た
も
の
を
文
静
子
が
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の

「
文
静
子
」
が
誰
の
こ
と
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
「
文
静
子
」
の
写
本
を
写
し
た
「
予
」

こ
そ
は
、
本
書
の
筆
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
予
」
の
正
体
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
で
「
出
羽
秋
田
雄
勝
郡
小
野
村
小
町
出
生
旧
説
略
」
は
、「
小
町
塚
の
文
章
に
副

へ
る
記
」
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
文
意
が
通
じ
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
幸
い
錦
氏
が
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
文
章
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
か
な

り
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
錦
氏
は
斎
藤
古
丁
の
方
を
主
体
的
に
扱
っ
て
お
ら
れ

る
が
、
本
書
に
は
古
丁
が
出
て
お
ら
ず
、
魯
竹
主
体
の
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
本
書

の
資
料
的
価
値
は
、「
魯
竹
」
を
引
用
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
直
後
に
「
或
人
考
に
云
文
静
聞
」
と
あ
っ
て
、
小
町
に
関
す
る
二
行
分
の
聞
書
が
あ
る
（
八

丁
裏
は
余
白
）。
こ
こ
に
見
え
る
「
文
静
」
は
、
前
の
「
文
静
子
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
文

静
の
活
動
も
気
に
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

　
続
く
九
丁
表
に
は
「
新
井
白
蛾
祐
登
宝
暦
五
年
夏
六
月
撰
牛
馬
問
に
」
と
あ
っ
て
、
十
丁
表
ま

で
記
事
が
続
い
て
い
る
。
十
丁
裏
に
は
「
続
和
歌
極
秘
伝
抄
に
」
と
あ
っ
て
そ
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
十
一
丁
表
に
は
「
江
戸
山
東
京
伝
作
近
世
奇
跡
考
に
」
以
下
に
「
加
賀
千
代
尼
伝
」

が
十
二
丁
表
ま
で
引
用
さ
れ
て
い
る
（
十
二
丁
裏
は
余
白
）。
最
後
の
十
三
丁
は
墨
付
き
の
な
い

裏
表
紙
と
な
っ
て
い
る
。

　
末
尾
の
「
千
代
尼
伝
」
は
直
接
小
町
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
の
、
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

少
な
く
と
も
本
書
が
安
永
四
年
の
千
代
尼
没
後
に
書
か
れ
た
（
写
さ
れ
た
）
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
書
は
、
錦
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
小
町
塚
の
文
章
に
副
へ
る
記
」
の
享
受
資
料
と
い
う
位

置
づ
け
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
小
町
伝
説
の
研
究
に
新
た
な
光
が
あ
て

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
い
う
資
料
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
多
少
の

意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
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【
翻
刻
】

諸
書
祓
書
（
一
丁
表
）

　
〈
一
丁
裏
は
白
紙
〉

出
羽
秋
田
雄
勝
郡
小
野
村
小
町
出
生
旧
説
略

小
野
小
町
は
大
同
四
年
に
生
れ
、
昌
泰
三
年
九
十
三
才
に
て
死
と
い
へ
り
。
小
野
村
に
云
伝
へ
し

は
、
小
野
郡
司
良
実
卿
此
村
に
居
住
し
給
ひ
し
時
、
田
植
の
早
乙
女
の
美
な
る
を
見
て
、
い
ま
だ

人
に
嫁
せ
ざ
る
を
以
妾
と
す
。
此
娘
は
水
口
（
小
野
内
也
）
と
云
所
の
町
田
長
左
衛
門
と
云
者
の

娘
大
町
子
と
云
り
と
ぞ
。
是
小
町
が
母
な
り
と
云
。

小
町
が
母
は
産
屋
の
中
に
死
し
て
祖
父
母
（
町
田
氏
也
）
養
育
し
て
小
町
子
（
１
）
と
名
づ
く
。

時
う
つ
り
町
田
氏
夫
婦
病
す
（
此
時
飢
饉
に
し
て
疫
病
流
行
と
云
）
此
故
に
小
町
子
を
呼
て
云
て

曰
、
汝
は
郡
司
良
」（
二
丁
表
）
実
卿
の
娘
也
。
良
実
卿
帰
都
の
折
は
母
の
胎
内
に
在
て
、
共
に

の
ぼ
る
事
を
得
ず
。
汝
を
う
み
て
母
も
又
死
せ
り
。
良
実
卿
も
又
途
中
に
て
死
給
へ
り
と
も
聞
り
。

我
々
存
生
の
う
ち
に
成
人
せ
ば
、
連
れ
登
る
べ
し
と
思
ひ
し
が
、
も
は
や
存
生
叶
難
し
。
我
々
死

後
に
如
何
に
も
し
て
都
に
登
り
、
父
良
実
卿
を
尋
ぬ
べ
し
。
又
途
中
に
て
死
し
給
ふ
と
も
、
必
ゆ

か
り
の
人
あ
る
べ
し
と
、
良
実
卿
の
大
町
子
に
残
さ
れ
し
守
袋
を
渡
し
て
、
終
に
其
病
に
祖
父
母

と
も
に
死
せ
り
。
小
町
子
悲
し
む
に
た
へ
ず
と
い
へ
ど
も
、
遺
言
に
し
た
が
ひ
都
へ
登
ら
ん
事
を

お
も
ふ
。」（
二
丁
裏
）
此
時
芍

し
ゃ
く
や
く

薬
の
実
を
と
り
て
宮
内
（
小
野
内
也
）
走
明
神
の
社
内
に
（
良
実

卿
信
仰
の
明
神
）
植
て
都
へ
滞
な
く
登
ら
ん
事
を
祈
る
。
村
の
者
も
甚
是
を
憐
て
、
歩
に
登
る
の

序
あ
り
て
連
れ
登
る
と
云
り
（
２
）。
小
町
子
十
三
才
の
時
也
と
云
。

芍
薬
今
猶
有
り
。
花
は
薄
紅
ひ
一
重
也
。
咲
時
は
赤
し
（
３
）。
散
る
時
は
白
し
。
大
輪
也
。

花
に
影
無
し
。
花
葉
共
に
取
る
事
を
禁
ず
。
若
取
事
有
ば
必
ず
雨
降
。
此
芍
薬
自
昔
小
野
村

に
田
植
に
非
ざ
れ
ば
不
開
。
開
時
は
果
而
早
開
有
。
此
故
に
里
人
田
植
花
と
云
。

和
歌
の
宮
は
良
実
建
立
住
吉
大
社
也
。
後
人
和
歌
宮
と
云
」（
三
丁
表
）
は
、
里
人
此
宮
に
良
実

の
旧
記
小
町
の
都
よ
り
送
り
し
文
や
う
の
物
一
つ
の
筥
に
て
此
宮
に
納
め
お
き
し
が
文
禄
年
中
兵

火
の
た
め
に
焼
亡
す
。

文
禄
年
中
最
上
義
光
等
弟
義
安
を
し
て
小
野
寺
義
道
の
家
臣
仙
北
の
数
城
責
し
む
。
此
時
の

事
也
と
ぞ
。

此
時
熊
野
社
和
歌
宮
お
よ
び
民
家
若
干
焼
失
す
。
爰
に
於
て
小
野
の
旧
事
を
今
将
惜
む
に
た
え
た

り
。
小
野
村
（
駒
が
嶽
の
庄
と
云
）
村
七
つ

　
境

　
古
戸

　
宮
内
（
昔
走
明
神
大
社
也
。
此
故
に

名
と
す
。
実
植
の
芍
薬
も
此
社
の
内
と
ぞ
。
今
小
社
な
り
）

　
寺
町

　
飯
塚

　
十
日
町

　
水
口
（
是

小
町
子
が
生
れ
し
所
也
）

　
以
上
七
ヶ
村
を
合
て
小
野
村
と
云
。」（
三
丁
裏
）

小
町
庵
は
小
町
が
母
の
遺
骨
を
葬
る
地
也
。
里
人
小
町
の
徳
を
慕
ひ
其
母
の
跡
を
あ
わ
れ
み

い
理
屈
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
小
野
良
実
の
娘
で
あ
る
こ
と
は
ど
う
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
う
一
つ
は
「
牛
馬
問
」
の
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
町
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
後
宮
の
后
町

に
集
め
ら
れ
た
六
十
余
人
の
采
女
す
べ
て
に
与
え
ら
れ
た
共
通
の
名
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

全
国
に
小
町
伝
説
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
無
理
に
一
人
の
女
性
の
事
績
と
し
た

こ
と
で
混
乱
が
生
じ
た
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
集
団
で
同
じ
名
を
名
乗
る
と
い
う
の
も
、
説
話
に

多
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
肝
心
の
出
羽
か
ら
采
女
は
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
（『
類
聚
三
代
抄
』）。

　
最
後
に
、
小
町
の
父
と
さ
れ
て
い
る
小
野
良
実
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
（
３
）。
と
い
う
の

も
良
実
は
架
空
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
九
〇
〇
年
代
に
小
野
美
材
と
い
う

人
物
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
年
齢
が
合
わ
な
い
。

　
お
そ
ら
く
出
羽
に
小
野
一
族
が
何
人
も
赴
任
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
も
あ
っ
て
出
羽
を
小
野
寺

氏
が
所
領
と
し
て
い
た
こ
と
、
其
の
縁
で
小
野
村
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
小
町
説
話
を
引
き
寄
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。
末
尾
な
が
ら
、
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
錦
氏
の
研
究
を
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

〔
注
〕

（
１
） 

私
も
大
宮
町
主
催
第
四
回
小
野
小
町
サ
ミ
ッ
ト
（
於
丹
後
大
宮
町
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
）
平

成
13
年
10
月
14
日
で
「
百
人
一
首
と
小
町
」
と
い
う
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
２
） 

こ
こ
に
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
千
代
尼
の
俳
句
は「
渋
か
ろ
か
知
ら
ね
ど
柿
の
初
ち
ぎ
り
」

「
起
き
て
見
つ
寝
て
見
つ
蚊
帳
の
広
さ
か
な
」「
百
な
り
や
つ
る
一
筋
の
心
よ
り
」
の
三

句
で
あ
ろ
う
。

（
３
） 

小
野
良
実
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
氏
の
小
野
小
町
人
物
評
伝
（『
百
人
一
首
１
０
０
人

の
歌
人
』
新
人
物
往
来
社
）
に
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
良
実
説
は

『
尊
卑
分
脈
』
や
謡
曲
『
卒
塔
婆
小
町
』
に
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
上

の
人
物
と
し
て
延
喜
十
四
年
の
『
外
記
補
任
』
に
小
野
美
実
と
い
う
名
が
見
え
て
い
る
が
、

年
代
的
に
小
町
の
父
は
無
理
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
讃
岐
国
入
野
郡
戸
籍
」
に
「
春

町
・
弟
子
町
・
小
町
女
・
町
子
・
今
町
」
な
ど
の
女
性
名
が
見
え
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。

（ 13 ） 同志社女子大学　学術研究年報　第 72 巻　2021年
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良
実
居
住
の
跡
あ
り
。
昔
大
木
の
桐
有
。
依
而
名
と
す
。
今
も
桐
あ
り
。
小
木
也
。

熊
野
社古

社
也
。
和
歌
の
宮
は
別
に
社
地
あ
り
し
が
兵
火
の
後
此
社
の
内
に
小
社
を
立
つ
と
云
。

別
堂
林洞

に
老
女
の
住
め
る
跡
あ
り
。
必
往
て
見
る
べ
き
な
り
。
小
野
村
の
西
川
向
の
山
中
に
あ
り
。

向
野
寺
」（
六
丁
裏
）

禅
宗
小
町
が
母
を
葬
る
小
町
庵
の
跡
也
と
云
。

水
口

小
町
出
生
の
所
也
と
云
。

芍
薬

小
町
十
三
才
の
時
植
る
と
云
。
今
猶
あ
り
。
す
で
に
千
年
に
及
ぶ
と
云
へ
ど
も
増
減
な
し
。

由
緒
松良

実
の
植
た
る
松
と
云
。」（
七
丁
表
）

小
野
村
里
語
小
町
生
死
考

三
十
二
代
敏
達
天
皇
―
春
日
皇
子
―
妹
子
皇
（
―
）
永
見
（
―
）
峯
守
―
篁
―
良
実
（
実
は
坂
上

右
衛
門
佐
当
道
が
子
出
羽
国
に
て
死
す
）
―
小
町
（
大
銅
四
丑
年
出
羽
国
小
野
村
水
口
の
民
家
に

生
る
。
生
れ
て
母
を
失
ひ
生
れ
ざ
る
さ
き
に
父
を
失
ひ
て
十
三
歳
に
て
都
に
登
る
）

平
城

　
嵯
峨

　
淳
和
（
天
長
）

　
仁
明
（
承
和
嘉
祥
）

　
文
徳
（
仁
寿
天
安
斎
衡
）

　
清
和

（
貞
観
）

　
陽
成
（
元
慶
）

　
光
孝
（
仁
和
）

　
宇
多
（
寛
平
）

　
醍
醐
（
昌
泰
）

右
皇
祖
十
世
年
暦
九
十
有
三
歳
に
而
小
野
別
堂
林
洞
中
に
跡
を
隠
す
所
謂
仙
女
す
」（
七
丁
裏
）

右
旧
説
略
は
秋
田
仙
北
院
内
近
東
氏
凡
奥
房
魯
竹
俳
諧
行
脚
の
頭
院
の
中
よ
り
乞
て
文
静
子

の
写
さ
れ
し
を
予
も
又
写
な
り
。
外
に
図
一
紙
あ
り
し
が
童
の
為
に
失
へ
り
と
云

或
人
考
に
云
（
文
静
聞
）

業
平
の
小
町
が
髑
髏
を
見
し
は
（
９
）
出
羽
の
八
十
島
な
り
と
八
雲
御
抄
に
清
輔
の
云
出
羽

に
あ
り
。」（
八
丁
表
）

　
〈
八
丁
裏
白
紙
〉

新
井
白
蛾
祐
登
宝
暦
五
年
夏
六
月
撰
牛
馬
問
に

或
人
の
曰
、
小
野
小
町
が
事
つ
れ
づ
れ
草
其
外
説
ま
ち
ま
ち
な
れ
ど
も
さ
だ
か
な
ら
ず
。
長
明
が

無
明
抄
な
ど
考
合
す
れ
ば
小
町
が
盛
は
業
平
よ
り
以
前
の
や
う
に
思
ふ
如
何
。
答
曰
、
古
代
に
は

一
国
よ
り
一
人
宛
采
女
を
内
裏
へ
献
ぜ
し
事
也
。
既
に
仁
明
帝
の
前
後
に
は
小
町
と
召
れ
た
る
も

て
草
庵
を
結
べ
り
と
。
是
小
町
が
都
よ
り
云
送
り
し
に
よ
つ
て
な
り
と
ぞ
。
今
此
庵
跡
の
み

あ
り
て
庵
は
な
し
。
野
中
山
向
野
寺
（
宗
洞
）
は
其
庵
地
也
と
云
。
良
実
不
興
を
蒙
り
此
村

に
下
り
給
へ
り
と
云
（
和
歌
宮
焼
亡
し
て
年
月
た
し
か
な
ら
ず
。
猶
お
し
む
べ
し
）。
其
証

は
古
書
に
も
良
実
出
羽
の
国
に
て
死
す
と
あ
り
と
ぞ
。
然
を
小
野
村
よ
り
帰
都
の
途
中
に
て

死
せ
し
と
い
う
拠
な
き
に
あ
ら
ず
。

小
町
都
に
登
り
て
母
の
姓
の
拙
く
賤
を
恥
て
生
地
を
不
言
」（
四
丁
表
）
と
ぞ
。
此
故
に
世
々
の

先
哲
も
小
町
の
説
紛
々
と
し
て
真
偽
を
わ
か
ず
。
然
ば
爰
に
出
生
の
地
と
云
ひ
実
植
の
芍
薬
あ
り
。

良
実
の
植
ら
れ
し
由
緒
の
松
は
千
歳
の
俤
に
残
り
、
二
つ
森
に
八
十
島
と
云
（
４
）
は
業
平
の
奥

行
に
詠
し
時
名
附
し
と
か
や
。
其
外
遺

す
く
な
か
ら
ず
。
此
故
に
増
補
行
程
記
（
５
）
に
も
小

町
出
生
の
地
と
記
せ
り
。
昔
（
元
禄
年
中
の
よ
し
）
上
方
よ
り
雲
水
の
僧
、
吉
左
衛
門
（
６
）
と

云
者
の
家
に
一
宿
し
て
小
町
の
旧
説
の
事
に
お
よ
ぶ
。
此
僧
難
じ
て
曰
、
小
町
は
官
名
に
し
て
小

野
を
も
て
出
生
の
地
と
は
疑
ら
く
は
後
人
の
好
事
な
ら
ん
か
と
。
吉
左
衛
門
答
曰
、
小
町
の
」（
四

丁
裏
）
母
は
水
口
町
田
長
左
衛
門
と
云
者
の
娘
也
。
其
妹
も
あ
り
。
雅
楽
助
（
７
）
と
云
者
に
嫁

し
た
り
。
其
子
孫
今
修
験
と
な
り
今
当
村
の
祈
願
所
と
す
。
猶
小
町
が
母
の
家
跡
今
少
し
く
残
れ

り
。
小
町
の
母
を
大
町
子
と
云
る
よ
り
其
娘
を
小
町
子
と
号
く
。
都
へ
登
り
て
後
官
名
の
小
町
に

あ
ら
ず
。
美
婦
無
双
の
歌
人
と
也
。
其
名
小
町
た
る
を
以
其
官
に
任
ぜ
ら
れ
し
か
し
ら
ず
。
何
ぞ

好
事
の
沙
汰
と
い
は
ん
。
然
れ
ど
も
夫
等
の
旧
説
は
文
禄
年
中
兵
火
の
為
に
焼
亡
せ
り
。
只
里
語

に
残
れ
り
。
元
よ
り
小
野
村
は
小
町
出
生
の
地
な
ら
ず
と
も
恥
と
す
る
に
あ
ら
ず
。
又
出
生
の
地

に
し
て
何
の
益
」（
五
丁
表
）
か
あ
ら
ん
。
然
ら
ば
後
言
を
巧
に
し
て
の
好
事
な
ら
ん
や
。
予
上

京
せ
し
折
小
町
の
旧
跡
尋
聞
り
。
又
と
る
べ
き
の
証
な
し
。
吾
子
は
風
雅
の
人
に
あ
ら
ず
と
大
き

に
恥
し
め
し
か
ば
、
一
言
も
な
か
り
し
と
ぞ
。

小
町
老
て
小
野
村
に
下
り
て
果
し
と
ぞ
。
慥
成
証
な
し
と
い
え
ど
も
別
堂
林
と
云
山
中
に
一
の
洞

あ
り
（
洞
の
中
五
間
四
方
程
あ
り
。
岩
を
う
が
ち
棚
の
如
く
し
つ
ら
い
又
戸
を
も
う
け
し
跡
あ
り
。

不
思
議
の
洞
な
り
）
此
洞
中
に
老
嫗
住
め
り
。
い
つ
よ
り
幾
年
住
し
と
云
を
し
ら
ず
。
或
時
我
形

を
彫
み
立
置
て
後
老
嫗
な
し
。
其
林
下
に
真
言
の
寺
あ
り
。
住
寺
我
寺
移
せ
り
。
時
々
不
思
議
の

事
多
く
住
僧
」（
五
丁
裏
）
気
の
毒
が
り
て
桑
崎
村
洞
善
寺
は
小
野
村
に
ゆ
か
り
あ
る
よ
り
其
寺

に
遺
し
置
ぬ
。
或
夜
此
像
盗
み
て
（
８
）
仙
北
郡
金
沢
村
の
山
伏
の
も
と
に
売
ぬ
。
其
寺
に
三
途

川
の
嫗
と
号
く
。
其
形
ち
片
膝
を
立
片
手
に
短
冊
を
持
た
る
形
也
。
彼
姥
の
自
作
也
。
三
途
川
の

姥
と
は
非
な
り
。
其
像
に
書
付
あ
る
と
い
え
ど
も
是
は
後
人
の
作
也
。

走
明
神昔

大
社
也
。
実
植
の
芍
薬
も
此
社
内
也
。
是
良
実
帰
洛
を
祈
し
明
神
な
り
。」（
六
丁
表
）

桐
田

（ 14 ）新出「出羽秋田雄勝郡小野村小町出生旧説略」の翻刻と解題
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千
代
尼
の
一
族
松
任
駅
村
井
」（
十
一
丁
裏
）
屋
小
十
郎
も
の
が
た
り
き
。

一
説
に
千
代
北
越
の
呉
俊
明
に
画
を
学
ぶ
と
云
。
予
此
こ
ろ
俊
明
の
孫
な
る
淡
斉
主
人
に
ま

み
へ
て
と
ひ
し
に
其
説
に
た
が
は
ず
と
い
ひ
き
。

又
一
書
に

ほ
と
と
ぎ
す
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
明
に
け
り
（
13
）
と
云
を
千
代
が
初
学
の
句
な
り
と
云

は
誤
な
ら
ん
。

ほ
と
と
ぎ
す
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
寝
入
け
り
と
云
伊
勢
の
涼
免
（
菟
）
が
名
句
あ
り
。」（
十
二

丁
表
）

　
〈
十
二
丁
裏
白
紙
〉

　
〈
十
三
丁
表
裏
白
紙
〉

〔
注
〕

（
１
） 

母
を
「
大
町
子
」
と
す
る
の
は
、
年
少
者
を
意
味
す
る
「
小
町
」
か
ら
の
類
推
で
あ
ろ
う
。

（
２
） 

こ
の
話
は
「
雄
勝
郡
村
記
」（
文
化
年
間
成
）
に
酷
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
雄
勝
郡
村
記
」

で
は
小
町
の
父
の
名
前
は
町
田
治
郎
左
衛
門
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
の
長
左
衛
門
と
は
相

違
し
て
い
る
。

（
３
） 

芍
薬
の
色
は
「
赤
」
と
あ
る
が
、
菅
江
真
澄
の
『
粉
本
稿
』
に
も
紅
色
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
「
若
取
事
有
ば
必
ず
雨
降
る
」
と
い
う
話
は
『
諸
国
里
人
談
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

（
４
） 「
二
つ
森
に
八
十
島
」
に
業
平
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、『
江
家
次
第
』
を
引
く
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
業
平
が
実
方
と
な
っ
た
り
、
二
つ
森
が
深
草
の
少
将
と
小
町
の
塚
に
な
っ
た
り

し
て
い
る
が
、
本
書
に
そ
う
い
っ
た
説
話
の
広
が
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
５
） 

こ
の
「
増
補
行
程
記
」
は
清
水
秋
全
の
『
増
補
行
程
記
』（
寛
延
四
年
刊
）
の
こ
と
か
、

あ
る
い
は
菊
岡
仙
涼
の
『
大
増
補
日
本
道
中
行
程
記
』（
延
享
五
年
刊
）
の
こ
と
か
。

（
６
） 

こ
の
「
吉
左
衛
門
」
に
つ
い
て
も
、『
小
町
伝
説
の
誕
生
』
に
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

に
古
丁
が
書
い
た
「
小
野
小
町
家
系
」（『
雄
勝
町
史
』）
に
「
小
野
村
の
吉
左
衛
門
と
い

ふ
も
の
、
戸
辺
一
閑
（
戸
辺
一
憨
斎
の
こ
と
）
が
門
人
に
し
て
、
古
事
古
跡
な
ど
も
聞
く

こ
と
な
く
知
り
し
者
也
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
７
） 

小
町
の
妹
が
雅う

た
の
す
け

楽
助
に
嫁
い
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
錦
氏
が
詳
し
く
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
雅
楽
助
が
「
菅
宇
多
之
助
」
や
「
高
橋
武
太
之
助
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

も
興
味
深
い
。

（
８
） 「
此
像
盗
み
て
」
云
々
は
真
澄
の
『
月
の
出
羽
路
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
） 

業
平
が
小
町
の
髑
髏
と
対
面
す
る
話
は
、『
江
家
次
第
』『
古
事
談
』
に
出
て
い
る
。
そ
の

他
、
小
町
の
髑
髏
説
話
は
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』『
和
歌
童
蒙
抄
』『
袋
草
紙
』『
袖
中
抄
』

『
無
名
抄
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

の
六
十
余
人
有
し
と
な
り
。
此
采
女
を
后
町
の
う
ち
に
お
ら
し
め
給
ふ
故
に
み
な
み
な
小
町
と
呼

れ
た
る
な
り
。
其
人
々
の
」（
九
丁
表
）
宮
仕
へ
を
止
て
（
10
）
古
郷
に
帰
り
身
ま
か
り
た
る
墓

を
お
ほ
か
た
小
町
塚
と
呼
し
と
な
ん
。
扨
こ
そ
国
々
に
小
町
塚
と
云
も
の
多
し
。
美
濃
尾
張
の
間

に
さ
へ
二
三
ヶ
所
あ
り
。
し
か
る
を
な
べ
て
の
小
町
を
一
人
の
や
う
に
思
ふ
よ
り
紛
た
る
説
多
し
。

た
と
へ
ば
実
方
朝
臣
陸
奥
へ
下
向
の
時
髑
髏
の
目
穴
よ
り
薄
の
生
出
て
秋
風
の
吹
に
つ
け
て
も
あ

な
め
あ
な
め
の
歌
の
小
町
は
小
野
正
証
が
娘
の
小
野
小
町
也
。
文
屋
の
康
秀
が
三
河
の
掾
と
成
て

下
り
し
時
、
身
を
う
き
草
の
根
を
た
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ば
と
よ
み
し
は
高
雄
国
分
が
娘
の
」（
九

丁
裏
）
小
町
也
。
お
も
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
み
た
ら
（
え
つ
ら
）
ん
の
歌
又
業
平
の
舞
の
袖

（
11
）
な
ど
い
ひ
し
は
出
羽
の
郡
司
小
野
良
実
が
娘
の
小
町
也
。
高
野
大
師
の
逢
給
ふ
壮
な
る
時

憍
慢
最
甚
し
。
衰
る
日
愁
歎
猶
深
（
12
）
と
答
し
は
常
陸
国
玉
造
義
景
が
娘
の
小
町
也
。
か
く
一

人
な
ら
ず
時
代
其
外
異
な
る
事
あ
る
の
み
。
中
に
も
良
実
が
娘
の
小
町
が
美
人
に
て
和
歌
も
す
ぐ

れ
た
れ
ば
獨
名
高
く
す
べ
て
一
人
の
や
う
に
伝
へ
来
る
の
み
」（
十
丁
表
）

続
和
歌
極
秘
伝
抄
に

小
野
小
町
が
事
出
羽
の
郡
司
小
野
良
実
が
領
地
の
民
の
む
す
め
な
り
。
御
門
よ
り
美
女
を
召
け
る

に
女
む
す
め
す
ぐ
れ
た
る
美
人
な
り
し
故
則
良
実
を
親
と
し
て
十
三
才
の
時
内
裏
へ
ま
い
り
し
也
。

十
五
に
し
て
后
に
た
つ
べ
か
り
し
を
打
続
な
げ
き
の
み
せ
し
か
ば
終
に
む
な
し
く
て
老
け
る
也
。

今
に
小
町
が
出
し
郡
よ
り
は
美
女
壱
人
づ
つ
出
る
と
申
伝
ふ
。
大
同
四
年
に
生
れ
て
昌
泰
三
年
に

死
す
。
九
十
二
才
と
云
々
。」（
十
丁
裏
）

江
戸
山
東
京
伝
作
近
世
奇
跡
考
に
加
賀
千
代
尼
伝

千
代
は
加
賀
松
任
駅
（
金
沢
よ
り
洛
の
方
へ
四
里
去
）
福
増
屋
古
兵
衛
と
云
者
の
女
也
。
い
と
き

な
き
時
よ
り
風
雅
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
あ
つ
く
一

（
あ
る
と
き
）

時
俳
諧
の
句
を
せ
し
を
、父
母
聞
て
さ
ば
か
り
の
こ
ゝ

ろ
ざ
し
あ
ら
ば
と
て
行
脚
の
俳
人
（
一
説
云
支
考
門
人
廬
元
房
）
を
家
に
と
ど
め
て
学
せ
け
り
。

扨
十
八
才
の
頃
金
沢
の
福
岡
某
が
家
に
嫁
す
。
其
後
夫
身
ま
か
り
け
れ
ば
、
松
任
に
帰
、
父
の
家

に
あ
り
て
ま
す
ま
す
俳
諧
を
た
の
し
み
、
廿
三
才
の
時
京
に
の
ぼ
り
、
勢
州
に
い
た
り
て
森
林
舎

乙
由
の
門
」（
十
一
丁
表
）
人
と
な
れ
り
。
廿
七
才
の
時
再
上
京
す
。
其
後
頭
を
そ
り
て
素
園
と
云
。

容
貌
美
に
し
て
言
語
少
く
常
に
閑
寂
を
好
む
。
画
も
又
よ
く
す
。
松
任
は
京
へ
往
来
の
要
路
な
れ

ば
日
ご
と
に
諸
国
の
旅
客
に
交
り
、
も
と
む
る
に
応
じ
て
書
画
を
あ
た
へ
け
る
ゆ
へ
に
、
其
名
海

内
に
き
こ
え
け
る
と
な
む
。

安
永
四
年
九
月
八
日
寂
す
。
享
年
七
十
四
歳
。
辞
世

　
　
月
も
見
て
我
は
此
よ
を
か
し
く
か
な

金
沢
専
光
寺
（
一
向
宗
）
に
葬
る
。
又
松
任
駅
聖
興
寺
に
碑
を
立
て
辞
世
の
句
を
刻
む
（
以
上
）。
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（
10
） 「
后
町
」
に
つ
い
て
は
、
吉
海
直
人
「『
源
氏
物
語
』「
二
の
町
」
攷
」
解
釈
40
―
10
・
平

成
６
年
10
月
参
照
。

（
11
） 「
業
平
の
舞
の
袖
」
に
つ
い
て
は
謡
曲
『
鸚
鵡
小
町
』
の
一
説
か
。

（
12
） 「
壮
な
る
時
憍
慢
最
甚
し
。
衰
る
日
愁
歎
猶
深
」
は
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
か
ら
の
引
用
。

『
徒
然
草
』
に
は
「
高
野
大
師
」
を
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
記
』
の
作
者
に
あ
て
て
い
る
。

（
13
） 「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
作
者
は
、
岩
田
涼り

ょ
う
と菟

で
は
な
く
岸
本
調
和
と
さ
れ
て
い
る
。

（ 16 ）新出「出羽秋田雄勝郡小野村小町出生旧説略」の翻刻と解題
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［図版１］新出写本の表紙（１オ）

（ 17 ） 同志社女子大学　学術研究年報　第 72 巻　2021年
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［図版２］新出写本の冒頭部分（２オ）

（ 18 ）新出「出羽秋田雄勝郡小野村小町出生旧説略」の翻刻と解題
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［図版３］新出写本の奥書部分（８オ）

（ 19 ） 同志社女子大学　学術研究年報　第 72 巻　2021年
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［図版４］新出写本の末尾部分（12オ）

（ 20 ）新出「出羽秋田雄勝郡小野村小町出生旧説略」の翻刻と解題
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