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戦国期岩城氏にみる婚姻関係と中人秩序（山田将之）

戦
国
期
岩
城
氏
に
み
る
婚
姻
関
係
と
中
人
秩
序

│
│
佐
竹
・
伊
達
間
に
お
け
る
仲
介
者
│
│

山
　
田
　
将
　
之

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
南
奥
羽
　
②
岩
城
氏
　
③
中
人
　
④
人
取
橋
の
合
戦
　
⑤
郡
山
合
戦
﹈

は
じ
め
に

　
従
来
、
戦
国
後
期
に
お
け
る
南
奥
羽
（
以
下
南
奥
と
表
記
）
地
域
の
政
治
史
は
、
伊
達
・
佐
竹
の
二
大
勢
力
に
よ
る
覇
権
争
奪

と
い
う
展
望
の
中
で
描
か
れ
て
き
た）

1
（

。
そ
の
た
め
、
伊
達
・
佐
竹
を
中
心
と
し
た
養
子
縁
組
や
婚
姻
関
係
（
以
下
本
稿
で
は
煩
雑

を
さ
け
る
た
め
「
養
子
縁
組
を
含
め
た
婚
姻
関
係
」
と
い
う
意
味
で
、「
婚
姻
関
係
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
）
に
基
づ
き
形

成
さ
れ
た
広
範
な
提
携
関
係
が
、
注
目
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
南
奥
に
存
在
し
た
そ
の
他
の
地
域
権
力
層
は
、
伊
達
氏
あ
る

い
は
佐
竹
氏
の
ど
ち
ら
に
つ
く
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
問
題
が
立
て
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
は
、
実
際
の
政
治
状
況
を
捉
え
る
上
で
は
、
余
り
有
効
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
例

え
ば
今
回
取
り
上
げ
る
南
奥
地
域
権
力
の
一
つ
で
あ
る
岩
城
氏
の
、
天
正
年
間
の
事
例
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
岩
城
氏
は
、
従
来
強
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い
婚
姻
関
係
の
存
在
か
ら
、
佐
竹
氏
に
結
び
つ
い
て
い
た
事
が
小
林
清
治
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
こ
う
し
た
理
解
に
基

づ
い
た
場
合
、
当
該
期
に
岩
城
氏
当
主
で
あ
っ
た
岩
城
常
隆
が
取
っ
た
二
つ
の
合
戦
に
お
け
る
行
動
は
、
全
く
一
貫
性
の
無
い
理

解
不
能
な
も
の
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
人
取
橋
の
合
戦
で
は
佐
竹
氏
へ
協
力
を
す
る
が
、
天
正

十
六
年
（
一
五
八
八
）
の
郡
山
合
戦
で
は
佐
竹
氏
の
も
と
を
離
れ
中
人
と
し
て
、
佐
竹
・
伊
達
間
の
和
睦
調
停
を
行
う
と
い
っ
た

行
動
で
あ
っ
た
。

　
近
年
小
林
氏
は
、
郡
山
合
戦
に
お
け
る
こ
の
岩
城
氏
の
不
可
思
議
な
行
動
理
由
に
つ
い
て
、
依
然
と
し
て
佐
竹
と
の
関
係
は
近

か
っ
た
が
、
後
述
す
る
田
村
清
顕
継
承
問
題
を
巡
っ
て
相
馬
義
胤
の
動
き
を
警
戒
し
て
い
た
た
め
と
指
摘
す
る）

3
（

。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
説
明
で
は
、
岩
城
氏
が
中
人
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
直
接
的
な
理
由
は
説
明
で
き
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
佐
竹
氏
と
の
関
係
を

無
視
し
て
こ
う
し
た
動
き
を
取
る
事
が
で
き
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
本
質
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
な
ま

ま
残
さ
れ
る
事
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
郡
山
合
戦
の
段
階
で
は
、
本
来
佐
竹
と
協
力
関
係
に
あ
る
岩
城
氏
が
、
な
ぜ
そ
の
関
係

を
無
視
し
て
個
別
利
害
を
追
求
す
る
と
い
う
行
動
を
選
択
で
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
う
し
た
場
合
注
目
す
べ
き
事
は
、
こ
の
時
岩
城
氏
が
実
は
伊
達
氏
と
も
相
当
に
友
好
的
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
岩
城
氏
が
伊
達
・
佐
竹
の
仲
を
取
り
持
つ
仲
介
者
と
し
て
の
立
場
を
取
り
え
た
理
由
の
一
つ
は
、
双
方
に
対
し
て
有

力
な
所
縁
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
事
に
な
る
。

　
以
前
別
稿
で
南
奥
地
域
権
力
層
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
中
人
慣
行
の
存
在
を
「
奥
州
ノ
作
法
」
と
い
う
観
点
か
ら
指
摘
し
た）

4
（

。
こ

れ
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
慣
行
は
伊
達
・
佐
竹
の
展
開
し
た
婚
姻
関
係
を
土
台
と
し
て
具
現
化
す
る
、
と
い
う
見
方
が
成

り
立
つ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
期
の
政
治
状
況
は
、
従
来
の
二
大
勢
力
に
よ
る
覇
権
争
奪
と
い
う
展
開
の
中
で
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
新
た
に
広
範
な
縁
に
基
づ
く
中
人
秩
序
の
展
開
の
中
で
捉
え
直
す
事
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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以
上
よ
り
本
稿
で
は
、
人
取
橋
の
合
戦
と
郡
山
合
戦
の
二
つ
の
戦
い
に
お
け
る
岩
城
氏
の
動
向
を
手
掛
か
り
に
、
ま
ず
は
こ
の

岩
城
氏
の
行
動
に
関
す
る
問
題
の
背
景
に
あ
っ
た
、
伊
達
・
佐
竹
に
よ
る
婚
姻
政
策
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。
そ
の
上
で
、
南
奥
地
域
で
展
開
し
た
広
範
な
婚
姻
関
係
と
戦
国
期
南
奥
地
域
の
特
質
で
あ
っ
た
中
人
秩
序
と
の
相
関
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
な
お
参
考
資
料
と
し
て
、【
系
図
】
戦
国
期
南
奥
諸
氏
婚
姻
関
係
系
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
地
域
は
複
雑
な
婚
姻
関
係
が
形
成

さ
れ
て
い
る
た
め
、
適
宜
参
照
し
て
欲
し
い
。

1
　
人
取
橋
の
合
戦
と
郡
山
合
戦
に
お
け
る
岩
城
氏
の
動
向

　
本
章
で
は
、
二
つ
の
合
戦
に
お
け
る
岩
城
氏
の
動
向
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。

　
人
取
橋
の
合
戦
と
郡
山
合
戦
は
、
米
沢
に
本
拠
を
置
く
伊
達
氏
と
常
陸
太
田
に
本
拠
を
置
く
佐
竹
氏
と
い
う
二
つ
の
巨
大
勢
力

が
直
接
対
峙
し
た
二
度
の
戦
い
で
あ
り
、
戦
国
末
期
の
南
奥
政
治
史
を
語
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
戦
争
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

　
一
つ
目
の
人
取
橋
の
合
戦
と
は
、
天
正
十
三
年
〜
十
四
年
（
一
五
八
五
〜
八
六
）
に
か
け
て
二
本
松
を
巡
る
問
題
（
以
下
、
二

本
松
事
件
と
呼
称
す
る
）
の
中
で
発
生
し
た）

6
（

。
こ
の
二
本
松
事
件
と
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
十
月
に
発
生
し
た
、
二
本

松
義
継
が
伊
達
輝
宗
を
謀
殺
し
た
事
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
戦
い
の
出
発
点
は
、
父
輝
宗
の
謀
殺
に
激
怒
し
た
子
息
伊
達
政
宗
に

よ
る
報
復
戦
と
い
う
と
い
う
局
地
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
本
松
を
救
援
せ
ん
と
す
る
勢
力
を
巻
き
込
ん
だ
た

め
に
、
ほ
ぼ
南
奥
全
土
の
地
域
権
力
が
参
加
す
る
大
規
模
な
戦
闘
に
発
展
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
本
松
氏
を
攻
滅
せ
ん
と
す
る
伊

達
氏
と
そ
れ
に
協
力
す
る
田
村
氏
、
そ
れ
に
対
し
て
二
本
松
を
救
援
せ
ん
と
す
る
佐
竹
を
中
心
と
し
た
蘆
名
、
白
川
、
石
川
氏
な
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【系図】　戦国期南奥諸氏婚姻関係系図（岩城氏を中心に）

①
【岩城】

隆忠

②

①〜⑩は戦国期岩城氏の当主継承順番
二重線（＝）の縦は婚姻関係、横は養子関係
岩城歴代当主の中に、親隆・常隆という人物が 2名いるため、
便宜上A、Bと振り区別する（今回扱うのは親隆Bと常隆Bである）
同様に相馬氏にも同名盛胤がいるのでA、Bを振った

盛隆
親隆A

③

④

⑤
常隆A 由隆

【佐竹】
義舜

女

⑥
成隆
（政隆）

女

⑦ ⑧ 政隆

重隆 親隆B ⑨ ⑩
常隆B 貞隆

江戸但馬守
通雅女 女 女（桂樹院）

貞隆義重
義篤 義昭 義宣

女（芳寿院） 義広

義広

女

親隆B
輝宗 政宗

晴宗
女

【伊達】
稙宗

女

女

清顕女
（愛姫）

盛義 盛隆

盛隆

女

【二階堂】
照行 女

昭光稙光 晴光
【石川】

女
女

盛興【蘆名】
盛高 盛舜 盛氏

女 亀若丸
盛胤B 義胤【相馬】

盛胤A 顕胤

女女 女（愛姫）
女

清顕
隆顕

【田村】
義顕
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ど
南
奥
の
地
域
権
力
ら
に
よ
る
連
合
軍
と
い
う
対
立
構
図
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
陣
営
の
直
接
衝
突
が
、
天
正
十
三
年
十

一
月
に
現
福
島
県
本
宮
市
周
辺
で
起
き
た
人
取
橋
の
合
戦
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
に
お
い
て
岩
城
当
主
常
隆
が
佐
竹
側
に
つ
い
て

参
戦
し
た
事
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る）

7
（

。
そ
の
背
景
と
な
る
佐
竹
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
見
て
い
く
。

　
続
い
て
二
つ
目
の
郡
山
合
戦
と
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
現
在
の
福
島
県
郡
山
市
周
辺
を

舞
台
に
、
伊
達
と
佐
竹
を
中
心
と
し
た
連
合
軍
が
対
立
し
た
二
度
目
の
大
規
模
な
戦
い
で
あ
る）

8
（

。

　
岩
城
常
隆
は
こ
の
合
戦
の
直
前
、
閏
五
月
に
佐
竹
義
重
か
ら
援
軍
要
請
を
受
け
て
い
た）

9
（

。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
は
応
じ
ず
、
中

人
と
い
う
立
場
で
両
者
の
和
睦
を
勧
め
た
。
佐
竹
側
に
立
っ
て
参
戦
し
な
い
と
い
う
点
で
、
人
取
橋
の
合
戦
の
時
と
は
、
趣
を
異

に
す
る
動
き
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
常
隆
は
叔
父
石
川
昭
光
を
誘
っ
て
こ
の
和
睦
を
無
事
成
功
さ
せ
た
。
こ
の
時
の
調

停
に
つ
い
て
は
、
伊
達
側
の
史
料
の
中
で
「
去
年
惣
和
談
、
従
岩
被
取
扱）

10
（

」
や
「
磐
城
ヨ
リ
精
ヲ
入
ラ
ル
事
尋
常
ナ
ラ
ス）

11
（

」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
岩
城
方
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
ま
た
『
貞
山
公
治

家
記
録
』
天
正
十
六
年
六
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
佐
竹
軍
の
出
馬
の
報
せ
が
、
岩
城
か
ら
伊
達
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

佐
竹
の
動
き
を
伊
達
に
報
告
し
て
い
る
こ
う
し
た
態
度
か
ら
も
、
反
佐
竹
と
も
言
え
る
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
事
が
見
て
取

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
合
戦
で
見
せ
た
岩
城
氏
の
動
き
は
、
伊
達
あ
る
い
は
佐
竹
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
一
見
す
る
と
「
変
節
」
と
も
取

れ
る
行
動
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
常
隆
の
調
停
行
動
が
双
方
か
ら
感
謝
を
さ
れ

て
い
た
事）

12
（

や
、
和
睦
後
の
双
方
と
の
展
開
を
見
て
も
、
ど
ち
ら
か
ら
も
「
変
節
」
と
み
な
さ
れ
て
の
敵
対
関
係
に
な
る
と
い
っ
た

事
は
な
く
、
友
好
的
な
関
係
を
継
続
し
て
い
た
点
で
あ
る）

13
（

。

　
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
変
化
の
理
由
を
、
仮
に
岩
城
が
佐
竹
か
ら
伊
達
に
乗
り
換
え
た
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
質
的
な
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理
由
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
乗
り
換
え
た
の
な
ら
ば
、
他
方
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
と
い
っ
た
事
が
無
け
れ
ば
、
整
合
性

が
と
れ
な
い
。
岩
城
の
行
動
の
本
質
は
、
伊
達
・
佐
竹
双
方
と
の
関
係
を
岩
城
の
視
点
か
ら
精
査
し
て
み
る
事
に
よ
っ
て
見
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
戦
国
期
に
お
け
る
岩
城
氏
と
佐
竹
氏
の
関
係

　
本
章
で
は
、
当
該
期
に
お
け
る
岩
城
氏
と
佐
竹
氏
の
関
係
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
戦
国
期
を
通
じ
て
両
者
に
婚
姻
関
係
を
通
じ
た
密
接
な
繫
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る）

14
（

。
し
か
し
特
に
天
正
年
間
の
岩
城
氏
の
動
向
を
強
く
左
右
す
る
婚
姻
関
係
は
、
永
禄
年
間
末
〜
天
正
年
間
初
め
頃
に
岩

城
氏
の
当
主
親
隆
の
急
病
と
い
う
危
機
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
佐
竹
側
の
当
主
は
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
に
父
義

昭
の
跡
を
継
い
だ
義
重
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
岩
城
親
隆
は
、
伊
達
氏
か
ら
迎
え
た
養
子
で
あ
る
。
実
父
は
伊
達
晴
宗
で
、
同
時
期
の
伊
達
家
当
主
輝
宗
は
、
親
隆
の
実

弟
に
当
た
る
。
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
に
先
代
当
主
で
祖
父
の
岩
城
重
隆
が
亡
く
な
っ
た
事
を
受
け
て
当
主
の
座
に
就
い
た
。

　
し
か
し
、
元
亀
年
間
前
後
の
頃
よ
り
狂
乱
の
病
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
執
政
不
能
に
陥
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
そ
の
状
況
を
記
し

た
同
時
代
史
料
は
乏
し
く
詳
細
は
不
明
だ
が
、
永
禄
後
期
に
出
現
す
る
版
刻
花
押
の
使
用）

16
（

、
元
亀
年
間
に
は
こ
の
後
の
【
史
料

1
】
に
見
る
よ
う
に
親
隆
に
代
わ
っ
て
息
子
「
靄
菊
丸
」（
後
の
常
隆
）
の
名
前
が
出
現
し
て
く
る
事
な
ど
の
事
象
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
生
存
も
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
親
隆
が
も
は
や
政
治
に
関
与
で
き
る
状
況
に
は
な
く
、
当
主
の
座

は
息
子
に
譲
り
政
治
上
か
ら
は
引
退
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
中
で
、
岩
城
氏
に
対
す
る
佐
竹
氏
の
影
響
力
は
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
明
確
に
示
す
の
が
、

次
の
【
史
料
1
】
で
あ
る

　【
史
料
1
】）

17
（

今
度
平
に
罷
越
候
、
就
之
藤
原
建
徳
寺
并
善
門
寺
之
証
文
、
今

（
令
ヵ
）披

見
候
、
親
隆
・
常
隆
如
□
書
、
不
可
有
別
儀
候
、
靄
菊
丸

若
輩
之
間
、
兎
角
之
儀
に
候
者
、
義
重
可
及
催
促
候
、
不
□
一
代
儀
候
間
、
不
可
有
相
違
之
由
存
候
、
上
々
敬
白
、

　
　
　
元
亀
二
年
か
の
と

ひ
つ
し
六
月
廿
七
日
　
義
重
（
花
押
）

　【
史
料
1
】
は
、
宛
所
未
詳
の
佐
竹
義
重
書
状
で
あ
る
。
宛
所
に
つ
い
て
は
、「
上
々
敬
白
」
と
い
う
非
常
に
丁
寧
な
書
止
文
言

や
、
ま
た
内
容
が
寺
社
権
益
の
承
認
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
中
に
登
場
す
る
藤
原
建
徳
寺
・
善
門
寺）

18
（

に
直
接
か
、
あ
る
い
は
二
つ

の
寺
と
支
配
関
係
に
あ
る
別
の
寺
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
と
推
測
出
来
る
。

　
さ
て
本
文
傍
線
部
に
注
目
し
て
欲
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
義
重
が
岩
城
氏
の
本
拠
で
あ
る
平
に
ま
で
来
て
い
る
事
、
②

代
々
岩
城
氏
が
認
可
（「
親
隆
・
常
隆
如
□
書）

19
（

」）
し
て
い
た
建
徳
寺
・
善
門
寺
の
証
文
を
検
分
し
て
、
そ
の
権
益
を
義
重
が
承
認

し
て
い
る
事
、
そ
し
て
③
そ
れ
は
、「
靄
菊
丸
」
が
若
輩
の
た
め
代
わ
っ
て
義
重
が
催
促
に
及
ん
だ
、
つ
ま
り
本
来
②
は
「
靄
菊

丸
」
が
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
事
の
概
ね
三
点
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
「
靄
菊
丸
」
と
は
、
親
隆
の
嫡
男
で
あ
る
常

隆
の
事
で
あ
り
、
こ
の
時
弱
冠
五
歳
で
あ
っ
た）

20
（

。
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
事
は
、
本
来
岩
城
当
主
に
よ
っ
て
認

可
さ
れ
る
べ
き
岩
城
領
内
の
寺
社
権
益
を
、
佐
竹
義
重
が
わ
ざ
わ
ざ
平
に
ま
で
出
張
し
差
配
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
実
態
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
だ
若
い
岩
城
当
主
に
代
わ
っ
て
岩
城
領
内
寺
社
に
関
す
る
権
益
を
承
認
し
た
佐
竹
義
重
の
こ
の
行
動
は
、
い
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わ
ば
岩
城
氏
の
後
見
人
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
な
ぜ
佐
竹
が
こ
う
し
た
支
援
を
行
う
、
あ
る
い
は
支
援
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
重
要
な

婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
の
常
隆
の
母
、
つ
ま
り
親
隆
の
妻
（
桂
樹
院
）
が
佐
竹
義
重
の
妹
と
い
う
血
縁
関
係
で
あ
る
。
こ
の
桂

樹
院
は
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
頃
よ
り
「
郡
主
」
と
称
し
て
岩
城
の
内
政
に
関
与
し
、
常
隆
の
後
見
人
と
し
て
活
動
し
て
い

た
事
が
知
ら
れ
て
い
る）

21
（

。
こ
の
事
か
ら
佐
竹
義
重
は
、
常
隆
│
桂
樹
院
│
佐
竹
義
重
と
い
う
繫
が
り
が
背
景
に
あ
っ
た
事
で
、
甥

常
隆
の
後
見
人
と
し
て
振
る
舞
い
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
佐
竹
氏
に
よ
る
婚
姻
関
係
を
利
用
し
た
影
響
力
の
増
加
は
、

同
時
期
に
白
川
氏
へ
の
義
重
子
息
義
広
の
入
嗣）

22
（

や
石
川
昭
光
へ
の
義
重
妹
の
入
嫁）

23
（

、
ま
た
下
っ
て
、
蘆
名
へ
の
義
広
の
再
入
嗣）

24
（

な

ど
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
岩
城
氏
に
お
け
る
婚
姻
関
係
も
、
そ
う
し
た
佐
竹
氏
に
よ
る
婚
姻
政
策
の
一
環
に
位
置
付

け
ら
れ
る
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
岩
城
常
隆
と
佐
竹
義
重
の
関
係
は
、
義
重
を
後
見
人
と
し
た
強
い
影
響
力
の
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

先
に
見
た
よ
う
に
郡
山
合
戦
に
お
い
て
常
隆
は
、
佐
竹
側
に
与
し
て
参
戦
す
る
事
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
一
見
伊
達
に
協
力
す
る

よ
う
な
岩
城
の
動
き
に
つ
い
て
、
佐
竹
側
か
ら
制
御
さ
れ
た
形
跡
や
、「
敵
対
」
行
為
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
様
子
は
管
見
の
限
り

見
当
た
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
か
ら
、
一
連
の
動
き
は
少
な
く
と
も
佐
竹
と
の
関
係
を
壊
す
よ
う
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
事
が
言

え
る
。
佐
竹
側
の
視
点
か
ら
見
た
だ
け
で
は
、
こ
の
岩
城
の
行
動
の
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
。
や
は
り
、
も
う
一
方
の
紛
争
主
体

で
あ
る
伊
達
側
と
の
関
係
で
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

3
　
戦
国
期
に
お
け
る
岩
城
氏
と
伊
達
氏
─
婚
姻
の
成
立
と
画
期
─
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現
在
伝
存
す
る
岩
城
・
伊
達
間
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
た
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
が
【
表
】
①
、
②
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
両

者
の
交
信
の
初
見
は
、
先
代
の
岩
城
親
隆）

25
（

が
在
京
中
の
伊
達
家
当
主
伊
達
成
宗
に
宛
て
て
出
し
た
と
み
ら
れ
る
書
状
【
表
】
①
│

1
で
あ
る）

26
（

。
し
か
し
、
こ
の
交
信
は
京
都
で
発
生
し
た
不
慮
の
事
態）

27
（

に
対
す
る
緊
急
対
応
の
た
め
の
音
信
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で

の
南
奥
に
お
け
る
政
治
的
な
同
盟
関
係
の
存
在
を
言
う
事
は
出
来
な
い
。

　
両
者
の
確
実
な
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
る
の
は
、
次
の
段
階
の
岩
城
重
隆
│
伊
達
稙
宗
期
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
成
立
で
あ
る
。

こ
れ
は
永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）
の
軍
事
協
力
を
経
て）

28
（

、
天
文
初
め
頃
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
相
馬
顕
胤
の
仲
介
に
よ
る

稙
宗
の
嫡
男
晴
宗
と
重
隆
女
の
婚
姻
で
あ
っ
た）

29
（

。
な
お
こ
の
相
馬
顕
胤
も
ま
た
同
時
期
に
稙
宗
女
を
娶
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い

る
）
30
（

。
　
さ
て
こ
の
婚
姻
を
巡
っ
て
一
つ
の
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
重
隆
が
当
初
の
伊
達
と
の
婚
姻
約
定
を
破
棄
し
、
白
川
氏
に
娘

を
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
重
隆
の
自
発
的
意
思
に
よ
る
も
の
か
、
白
川
側
か
ら
の
強
い
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
岩
城
氏
と
白
川
氏
は
岩
城
隆
忠
以
来
非
常
に
親
密
な
関
係
を
結
ん
で
お
り）

31
（

、
岩
城
氏
と
し
て
は
伊

達
氏
と
の
遠
交
よ
り
白
川
氏
と
の
近
交
を
選
択
し
た
と
見
え
る
。

　
こ
の
約
定
破
棄
に
対
し
て
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）、
伊
達
・
相
馬
・
蘆
名
・
二
階
堂
・
石
川
諸
氏
に
よ
る
岩
城
・
白
川
攻

め
と
い
う
軍
事
制
裁
が
発
動
さ
れ
た）

32
（

。
そ
の
結
果
、
岩
城
・
白
川
軍
は
敗
れ
、
本
来
の
約
定
通
り
伊
達
と
の
婚
姻
が
履
行
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
波
乱
を
含
ん
で
は
い
た
が
、
こ
こ
に
初
め
て
岩
城
・
伊
達
間
に
目
に
見
え
る
形
で
の
結
び
つ
き

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）、
伊
達
稙
宗
と
晴
宗
父
子
に
よ
る
天
文
の
乱
が
始
ま
る
と
、
岩
城
重
隆
は
一
貫
し
て
婿
晴
宗
方
と

し
て
参
加
し
た
。
以
前
か
ら
対
立
し
て
い
た
近
隣
の
田
村
・
相
馬
氏
ら
領
主
が
稙
宗
方
に
つ
い
た
事
も
関
係
し
た
と
さ
れ
る）

33
（

。
と
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【表】岩城・伊達間通交関係文書（天正 17 年まで）
①岩城⇒伊達

番号 発給 受給 年 月日 備考 文書 出典

1 岩城親隆 A 伊達成宗 文明 15ヵ 10月 5日
宛名に「謹上」文言
を付す

伊達家文書 『い 8』102─9

2

小川隆敦
頴谷真胤
中山宮熊丸

伊達晴宗 （天文 16ヵ） 4月 10日 伊達家文書 『い 8』102─1

3 岩城重隆 小簗川尾張守親宗 （天文 17） 3月 9日 伊達家文書 『い 8』102─3

4 岩城親隆 B 伊達実元 永禄年間ヵ 8月 20日 『伊達正統世次考』『米 15』p227

5 岩城南隆宗 伊達輝宗 天正初め頃か 12月 3日

伊達晴宗病気に関す
る記述あり
→晴宗は天正 5年没
その頃の書状か

伊達家文書 『い 8』102─4

6 岩城常隆 B 伊達輝宗 （天正 11ヵ） 4月 12日 伊達家文書 『い 8』102─11

7 大舘隆信 伊達輝宗 （天正 12ヵ） 4月 10日 伊達家文書 『い 8』102─12

8 岩城常隆 B 伊達輝宗ヵ 天正年間 4月 8日 伊達家文書 『い 8』102─10

9 志賀甘釣斎玄湖
高野壱岐守親兼
大和田筑後守忠清

天正 16 7月 10日 伊達家文書 『い 8』102─13

10 岩城常隆 B 伊達政宗 天正年間 9月 1日 伊達家文書 『い 8』102─18

②伊達⇒岩城

番号 発給 受給 年 月日 備考 文書 出典

1 伊達稙宗 神谷常陸介 （天文 11ヵ） 6月 14日
内容から天文の乱直
前、宛名に「謹上」
を付す

伊達家文書 『い 8』102─22

2 伊達晴宗 大館三河守 天文 20以降 3月 7日

岩城宣隆（親隆 B）の
名前、本文中にあり
→親隆 Bは天文 20

年には「鶴千代丸」
として史料に出現

色川本岩城文書
抄出 

『い 8』73─17

3 伊達道祐（晴宗） 猪狩中務少輔 永禄年間ヵ 5月 12日
永禄 7〜8に晴宗隠
退、それ以降の文書

新編会津風土記
所収文書

『い 8』90─10

4 伊達輝宗 佐藤大隅守 天正 4 12月 23日 秋田藩家蔵文書 『い 8』41─8

5 伊達輝宗 岩城常隆 B （天正 11ヵ） 6月 5日
伊達治家記録所
収文書 

『治家』

6 伊達輝宗 上遠野常陸介
永禄末〜天正
初め頃 

8月 8日

親隆 Bの病に関す
る記述あり→親隆 B

の病は、永禄末〜天
正初め頃

上遠野文書 『い 8』83─22

7 伊達輝宗 志賀藤次太郎 天正年間 11月 13日
色川本岩城文書
抄出 

『い 8』73─15

8 伊達政宗 白土右馬助 （天正 12） 12月 12日 白土文書 『い 8』99─21
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に
か
く
、
こ
の
た
め
重
隆
と
晴
宗
間

の
交
信
が
多
く
見
ら
れ
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
両
者
の
関
係

が
よ
り
親
密
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
、

文
書
の
書
札
礼
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
双
方
に
お
い
て
宛
所

に
「
謹
上
」
を
付
し
、
非
常
に
厚
礼

を
と
っ
て
い
た
。【
表
】
②
│
1
に

見
る
よ
う
に
そ
れ
は
家
臣
宛
で
も
同

様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
晴
宗
以
降
は
、

互
い
に
「
謹
上
」
文
言
を
省
い
た

「
○
○
殿
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
書

状
に
見
ら
れ
る
形
に
な
る
。
こ
の
変

化
の
理
由
と
し
て
は
、
両
者
の
政
治

的
立
場
の
変
化
な
ど
他
の
要
因
も
十

分
に
考
え
る
余
地
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
友
好
関
係
の
深
化
と
い
う
側
面

か
ら
遠
慮
の
無
い
物
言
い
が
で
き
る

9 伊達政宗 岩城常隆 B （天正 13ヵ） 1月 24日

丁重な形式の書状
宛所が本文より上に
書かれ、また日下の
署名が「藤原政宗」
となっている　宛名に
「謹上」文言を付す

佐竹文書 『い 8』82─8

10 伊達政宗 白土摂津守隆通 天正 16ヵ 4月 6日 白土文書 『い 8』99─22

11 伊達政宗 志賀右衛門尉武清 天正 16年 閏 5月 2日
奥山誠之助氏所
蔵文書 

『仙 10』267

12 伊達政宗 三坂越前守隆次 天正 16年 閏 5月 6日 所蔵者不明 『仙 10』272

13 伊達政宗 佐藤大隅守貞信 天正 16年 閏 5月 13日
坂本武雄氏所蔵
文書 

『仙 10』275

14 伊達政宗 四倉大膳亮 天正 16ヵ 7月 19日 秋田藩家蔵文書 50 『仙 10』299

15 伊達政宗 佐藤右兵衛 天正 16年 11月 1日
斎藤報恩会所蔵
文書 

『仙 10』336

16 伊達政宗 白土右衛門佐隆安 天正 16年 11月 1日 『引証記』7 『仙 10』337

17 伊達政宗 三坂左馬助 天正 16年 11月晦日 『引証記』7 『仙 10』350

18 伊達政宗 三坂越前守隆次 天正 17年 2月 16日
木村誠視氏所蔵
文書 

『仙 10』376

19 伊達政宗 岩城常隆 B 天正 17年 2月 21日 伊達家文書 『仙 10』377

20 伊達政宗 小川刑部大輔隆勝 天正 17年 2月 21日 『引証記』8 『仙 10』378

21 伊達政宗 塩左馬助隆長 天正 17年 2月 21日 『引証記』8 『仙 10』379

22 伊達政宗 三坂紀伊守 天正 17ヵ 12月 28日 『引証記』11 『仙 10』589

17 伊達政宗 塩左馬助隆長ヵ 天正末 3月 29日 秋田藩家蔵文書 51 『い 8』57─6

18 伊達政宗 岩城常隆 B 天正末 4月 29日
白河古事考所収
文書 

『い 8』136─1

※出典一覧
『い 8』＝『いわき市史』第 8巻、『仙 10』＝『仙台市史』第 10巻、『治家』＝『伊達治家記録』、『米 15』＝『米沢市史』編
集資料 15
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よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す
る
。
な
お
、
例
外
的
に
政
宗
期
に
「
謹
上
」
と
付
さ
れ
た
書
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（【
表
】
②
│
9
）。

こ
れ
に
つ
い
て
は
岩
城
か
ら
の
家
督
相
続
に
対
す
る
返
礼
で
あ
り
、
丁
重
な
礼
状
が
求
め
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る）

34
（

。

　
さ
て
こ
う
し
た
岩
城
・
伊
達
の
親
交
は
、
一
方
で
形
成
さ
れ
て
い
た
岩
城
・
佐
竹
の
親
交
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　【
史
料
2
】）

35
（

態
令
啓
候
、
抑
相
馬
方
懸
田
三
良（
郎
）引
組
、
当
方
及
鉾
楯
候
、
然
者
義
篤
之
御
事
者
、
岩
城
方
并
此
方
へ
別
御
懇
意
ニ
候
、
因

茲
楢
葉
口
へ
御
出
張
之
儀
令
懇
望
候
、
重
隆
之
事
者
近
日
当
地
へ
可
被
打
越
ニ
候
、
此
刻
木
戸
被
打
入
候
様
、
被
加
御
意
見

候
者
、
末
代
迄
裳
芳
意
不
相
忘
、
一
入
可
申
合
候
、
万
々
任
入
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
三
月
廿
日
　
　
　
晴
宗
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
菊
月
斎

　
こ
の
【
史
料
2
】
は
、「
相
馬
方
懸
田
三
良（

郎
）

引
組
」
と
あ
り
天
文
の
乱
中
の
事
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
事
、
ま
た
文
中
に

出
て
く
る
「
義
篤
」
と
は
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
四
月
に
亡
く
な
る
佐
竹
義
篤）

36
（

で
あ
る
事
か
ら
、
天
文
十
一
年
六
月
〜
十
四

年
四
月
の
間
に
発
給
さ
れ
た
伊
達
晴
宗
の
書
状
と
見
ら
れ
る）

37
（

。
宛
所
の
岡
本
菊
月
斎）

38
（

は
佐
竹
家
臣
で
あ
る
。

　
さ
て
傍
線
部
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で
は
相
馬
氏
と
懸
田
氏
が
組
ん
で
、
伊
達
氏
に
合
戦
を
仕
掛
け
て
い
る
状
況
下
で
、
晴
宗
は

①
義
篤
が
岩
城
・
伊
達
双
方
と
友
好
で
あ
る
事
を
あ
げ
、
②
近
日
中
に
佐
竹
氏
に
よ
る
楢
葉
口
（
現
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
）
へ

の
出
陣
を
請
い
、
③
重
隆
が
楢
葉
口
に
着
い
た
ら
相
馬
領
の
南
限
で
あ
る
木
戸
（
現
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
）
に
攻
め
込
む
よ
う

に
、
義
篤
か
ら
意
見
を
し
て
欲
し
い
と
の
旨
を
申
し
送
っ
て
い
る
。

①

②

③
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こ
こ
で
晴
宗
は
敵
対
す
る
相
馬
方
を
挟
撃
す
る
た
め
に
、
舅
で
あ
る
重
隆
の
出
兵
に
合
わ
せ
て
佐
竹
氏
の
出
兵
を
要
請
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
佐
竹
氏
を
誘
う
に
当
た
っ
て
は
、
伊
達
氏
と
並
ん
で
岩
城
氏
へ
の
「
懇
意
」
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
時
、

岩
城
重
隆
女
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、
伊
達
晴
宗
と
佐
竹
義
篤
の
子
息
で
あ
る
義
昭
に
嫁
い
で
い
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
別
御

懇
意
」
は
こ
の
重
隆
女
を
介
し
た
婚
姻
関
係
を
指
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
伊
達
・
佐
竹
間
に
こ
れ
ま
で
交
信
が
無
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い）

39
（

が
、
こ
の
時
点
で
は
義
重
の
元
に
は
晴
宗
女
は
ま
だ
嫁
い
で
お
ら
ず）

40
（

、
伊
達
・
佐
竹
間
に
は
直
接
的
な
接
点
が
無
い
。

佐
竹
の
協
力
を
求
め
る
伊
達
氏
に
と
っ
て
、
佐
竹
と
繫
が
る
岩
城
の
存
在
は
重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
を
岩
城
氏
の
視
点

か
ら
見
た
場
合
、
岩
城
氏
は
伊
達
と
佐
竹
を
繫
ぐ
仲
介
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
事
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
仲
介
者
と
し
て
の
側
面
も
重
要
で
あ
る
が
、
一
方
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
伊
達
氏
が
こ
の
時
点
で
既
に
形
成
さ
れ
て

い
た
岩
城
氏
と
佐
竹
氏
と
の
関
係
を
否
定
は
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
晴
宗
は
岩
城
を
佐
竹
か
ら
切
り
離

し
て
、
伊
達
側
に
引
き
込
も
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
行
動
は
岩
城
と
佐
竹
の
関
係
を
利
用
し
て
積
極
的
に
佐
竹

氏
と
繫
が
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
同
時
期
に
発
給
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
年
欠
正
月
二
十
三
日
付
佐
竹
義
篤
宛
伊
達
晴
宗
書
状）

41
（

に
は
、「
今
春
中
相
馬
口
刷
之
事
、

岩（
重
隆
）城

へ
申
届
候
、
然
共
彼
口
へ
有
御
合
力
、
一
途
御
刷
も
候
者
、
於
晴
宗
可
為
大
悦
候
、
頼
入
外
無
他
候
、
定
而
巨
細
重
隆
可
被

申
合
候
間
、
不
能
具
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
晴
宗
は
、
岩
城
氏
の
相
馬
口
へ
の
出
兵
に
加
え
て
、
佐
竹
の
援
軍
を
依
頼
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
最
後
の
部
分
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
重
隆
が
義
篤
に
対
し
て
説
明
す
る
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

部
分
か
ら
も
同
様
に
、
岩
城
氏
を
仲
介
役
と
し
て
佐
竹
氏
と
繫
が
ろ
う
と
す
る
様
子
が
窺
え
る
。

　
以
上
を
一
旦
こ
こ
で
整
理
し
て
み
よ
う
。
天
文
の
乱
前
半
に
お
い
て
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
た
晴
宗
に
と
っ
て
、
勝
利
を
収
め

る
た
め
に
は
諸
氏
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
佐
竹
氏
に
対
し
て
は
、
岩
城
氏
を
仲
立
ち
す
る
形
で
協
力
を
要
請
し
て
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い
る
。
こ
こ
で
岩
城
氏
は
、
伊
達
氏
に
と
っ
て
佐
竹
氏
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
た
め
の
重
要
な
仲
介
者
と
い
う
役
割
を
持
つ
存
在

で
あ
っ
た
。
ま
た
岩
城
氏
の
支
配
地
域
は
、
伊
達
・
佐
竹
双
方
の
支
配
地
域
を
直
線
で
結
ん
だ
ち
ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
る
。
こ
う

し
た
地
理
的
要
因
も
踏
ま
え
て
、
岩
城
氏
に
は
元
来
両
者
を
結
び
つ
け
る
性
質
が
あ
り
、
こ
の
性
質
が
後
に
郡
山
合
戦
で
の
常
隆

が
中
人
と
し
て
調
停
に
及
ん
だ
行
為
の
伏
線
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
岩
城
氏
の
存
在
が
、

後
に
伊
達
晴
宗
女
と
佐
竹
義
重
と
の
婚
姻
が
成
立
す
る
事
と
も
関
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
す
で
に
十
五
世
紀
末
よ
り
佐
竹
氏
と
婚
姻
関
係
を
含
む
友
好
関
係
に
あ
っ
た
岩
城
氏
は
、
天
文
年
間
に
お
け
る

婚
姻
関
係
の
成
立
を
契
機
と
し
て
、
伊
達
氏
と
も
友
好
な
関
係
を
築
い
た
。
天
文
年
間
以
降
、
岩
城
氏
と
伊
達
・
佐
竹
双
方
と
の

関
係
は
同
時
並
行
で
進
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
双
方
と
の
関
係
は
、
一
方
か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ

岩
城
氏
の
場
合
は
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
伊
達
・
佐
竹
に
ま
た
が
る
存
在
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
伊
達
・
佐
竹
氏
が
共

に
自
勢
力
側
に
取
り
込
も
う
と
す
る
意
図
が
無
か
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
後
に
は
伊
達
・
佐
竹
氏
も
直
接
婚
姻
関
係

を
結
ん
で
い
る
事
も
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
従
っ
て
、
伊
達
・
佐
竹
両
者
に
と
っ
て
は
、
双
方
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
つ
く
事
の
選
択

を
迫
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
二
極
化
し
た
政
治
状
況
は
、
初
め
か
ら
想
定
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

4
　
岩
城
親
隆
─
伊
達
・
佐
竹
の
仲
介
者
の
象
徴
─

　
岩
城
・
伊
達
双
方
に
ま
た
が
る
存
在
で
あ
っ
た
岩
城
氏
が
、
初
め
て
同
時
に
伊
達
・
佐
竹
と
の
婚
姻
関
係
が
交
錯
す
る
結
節
点

に
い
た
の
が
、
岩
城
親
隆
で
あ
る
。
両
者
を
結
び
付
け
る
仲
介
者
た
る
岩
城
氏
の
象
徴
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
佐
竹
氏
と
は
、
佐
竹
義
重
妹
で
あ
る
親
隆
の
妻
（
桂
樹
院
）
と
の
婚
姻
関
係
か
ら
強
く
結
び
つ
い
て
い
っ
た
事
は
、
先
述
の
通
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り
で
あ
る
。
一
方
で
伊
達
氏
と
は
、
と
も
に
岩
城
重
隆
女
を
母
と
す
る
岩
城
親
隆
と
伊
達
輝
宗
と
い
う
兄
弟
関
係
か
ら
、
さ
ら
に

強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
永
禄
〜
天
正
期
の
伊
達
氏
は
、
天
文
の
乱
以
降
関
係
が
悪
化
し
た
相
馬
氏
と
断
続
的
な
戦
闘
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
ま
た
一
方

で
は
現
在
の
福
島
県
須
賀
川
市
周
辺
に
い
た
二
階
堂
氏
を
巡
っ
て
会
津
蘆
名
氏
と
も
対
立
を
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
争
い
に
お
け
る
中
人
と
し
て
親
隆
の
活
動
が
見
ら
れ
る）

42
（

。
特
に
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
伊
達
輝
宗
と
蘆
名
盛
氏
と
の

間
の
調
停
に
お
い
て
、
親
隆
は
調
停
を
成
功
さ
せ
た
上
で
さ
ら
に
、
盛
氏
の
嫡
男
で
あ
る
盛
興
と
輝
宗
女
と
の
婚
姻
の
仲
介
も
し

て
い
る）

43
（

。

　
こ
の
後
、
岩
城
で
は
親
隆
の
病
に
よ
り
桂
樹
院
そ
し
て
常
隆
へ
と
当
主
が
交
代
し
、
佐
竹
氏
の
影
響
力
が
急
速
に
強
ま
る
。
従

っ
て
、
岩
城
と
伊
達
の
関
係
が
強
ま
っ
た
時
期
は
、
同
時
に
岩
城
と
佐
竹
の
関
係
が
強
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な

る
。
だ
が
や
は
り
伊
達
・
佐
竹
は
決
し
て
互
い
に
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
天
正
十
二
年
冬
、
伊
達
氏
で
は
輝
宗
か
ら
政
宗
へ
家
督
の
交
代
が
あ
っ
た
。
こ
の
伊
達
政
宗
と
岩
城
常
隆
は
、
同
い
年
の
従
兄

弟
と
い
う
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
常
隆
か
ら
政
宗
に
対
し
て
家
督
相
続
の
お
祝
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
政
宗
か
ら
の
返
礼
の

書
状
が
残
っ
て
い
る）

44
（

。
そ
こ
に
は
「
雖
勿
論
、
如
前
代
、
弥
々
可
申
合
候
」
と
あ
り
、
双
方
で
当
主
が
代
わ
っ
て
も
常
隆
と
政
宗

両
者
の
間
で
は
、
ま
す
ま
す
よ
り
よ
い
関
係
で
あ
る
事
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
正
十
三
年
の
人
取
橋
の
合
戦
は
、
こ
の
よ
う
に
伊
達
・
佐
竹
が
共
に
岩
城
と
の
関
係
を
強
め
つ
つ
あ
る
中
で
起
き
た
。
こ
の

時
常
隆
の
と
っ
た
行
動
は
佐
竹
側
に
与
し
て
伊
達
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
常
隆
に
と
っ
て
、
こ
の
時
共
に
同
陣
し
た
佐
竹

義
重
は
伯
父
、
蘆
名
亀
若
丸
は
甥
、
白
川
義
広
は
従
兄
弟
、
石
川
昭
光
は
叔
父
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
一
方
対
立
し
た
政
宗
は
先

に
見
た
通
り
従
兄
弟
で
あ
っ
た
。
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
た
者
同
士
で
行
わ
れ
た
こ
の
戦
い
に
お
い
て
常
隆
は
、
周
囲
の
佐
竹
、
白
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川
、
石
川
ら
が
手
を
組
ん
だ
事
か
ら
、
常
隆
は
一
方
に
つ
か
ざ
る
を
得
ず
、
基
本
的
な
方
針
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
る）

45
（

。

　
岩
城
氏
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
岩
城
・
伊
達
の
関
係
は
一
時
的
に
冷
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。【
表
】

②
の
政
宗
期
の
交
信
史
料
は
、
他
の
時
期
と
比
較
し
て
も
そ
の
残
存
が
非
常
に
良
好
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
前
述

の
家
督
の
祝
賀
以
降
、
天
正
十
六
年
に
至
る
ま
で
書
状
が
確
認
さ
れ
な
い
。
な
お
『
貞
山
公
治
家
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
五
年

四
月
朔
日
条
に
岩
城
方
よ
り
使
い
が
来
て
い
る
事
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
両
者
間
で
の
音
信
再
開
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
時
的
に
関
係
は
悪
化
し
た
が
、
伊
達
と
の
関
係
は
一
年
余
り
で
ま
も
な
く
復
活
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
岩
城

氏
が
、
佐
竹
氏
一
辺
倒
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
事
が
改
め
て
言
え
よ
う
。

5
　
郡
山
合
戦
と
中
人
秩
序
─
伊
達
、
佐
竹
の
狭
間
に
い
た
岩
城
常
隆
─

　
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
岩
城
と
佐
竹
、
及
び
岩
城
と
伊
達
の
関
係
を
踏
ま
え
て
、
郡
山
合
戦
に
お
け
る
岩
城
氏
の
動
向

の
要
因
を
考
え
て
み
た
い
。

　
岩
城
常
隆
は
、
な
ぜ
郡
山
合
戦
に
お
い
て
中
人
に
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
双
方
か
ら
非
難
さ
れ
る
事
な
く
中
人

と
し
て
活
動
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
郡
山
合
戦
の
性
格
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
人
取
橋
の
合
戦
以
降
、
伊
達
氏
は
二
本
松
を
滅
亡
さ
せ
、
新
た
に
安
積
地
域
を
巡
る
蘆
名
と
の
対
立
が
表
面
化
し
て
い
た）

46
（

。
一

方
で
岩
城
氏
に
は
目
立
っ
た
動
き
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
再
び
岩
城
・
伊
達
間
で
交
渉
が
持
た
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十
月
以
降
に
起
き
た
田
村
後
継
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
現
在
の
福
島
県
三
春
郡
周
辺
に
支
配
を
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展
開
し
て
い
た
田
村
氏
の
当
主
の
清
顕
が
、
こ
の
年
十
月
九
日
に
亡
く
な
っ
た
事
に
よ
る
跡
目
相
続
の
争
い
で
あ
る
。
清
顕
に
は

嗣
子
が
居
な
か
っ
た
。
こ
の
紛
争
に
積
極
的
に
関
与
し
た
の
は
、
婚
姻
関
係
を
持
つ
二
家
で
あ
っ
た
。
清
顕
女
を
娶
っ
て
い
た
伊

達
政
宗
と
清
顕
妻
の
実
家
で
あ
る
相
馬
氏
の
当
主
相
馬
義
胤
で
あ
る
。
こ
の
時
、
岩
城
常
隆
は
、
旧
来
よ
り
田
村
領
を
狙
っ
て
い

た
事
も
あ
り
こ
れ
に
乗
じ
て
田
村
領
侵
略
の
機
を
窺
っ
た）

47
（

。
垣
内
和
孝
氏
は
、
こ
の
田
村
後
継
問
題
を
め
ぐ
る
伊
達
政
宗
と
相
馬

義
胤
の
対
立
こ
そ
が
本
質
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
副
次
的
衝
突
と
し
て
郡
山
合
戦
が
発
生
し
た
と
指
摘
し
て
い
る）

48
（

。

　
つ
ま
り
こ
の
間
に
お
け
る
、
相
馬
義
胤
の
動
向
が
重
要
な
鍵
と
な
る
。
義
胤
は
、
伊
達
派
と
相
馬
派
に
分
裂
し
争
う
田
村
内
の

混
乱
に
乗
じ
て
、
相
馬
義
胤
が
直
接
田
村
領
に
乗
り
込
み
田
村
氏
の
本
拠
の
三
春
城
乗
っ
取
り
を
企
む
な
ど
、
活
発
な
動
き
を
見

せ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
危
機
感
を
覚
え
た
伊
達
氏
と
岩
城
氏
は
、
手
を
組
ん
で
相
馬
氏
の
動
き
を
牽
制
し
た
の
で
あ
る）

49
（

。
そ
れ

に
よ
り
当
初
義
胤
は
優
勢
に
事
を
運
ん
で
い
た
が
、
三
春
城
乗
っ
取
り
失
敗
以
後
は
一
転
し
て
伊
達
方
が
優
勢
に
な
り
窮
地
に
陥

っ
た
。
こ
の
局
面
を
打
開
す
べ
く
、
相
馬
氏
は
蘆
名
、
白
川
、
佐
竹
に
出
陣
を
要
請
し
、
伊
達
氏
挟
撃
を
目
論
ん
だ
と
さ
れ
る）

50
（

。

従
っ
て
、
郡
山
合
戦
に
お
け
る
佐
竹
の
介
入
は
、
佐
竹
自
身
の
意
思
や
利
害
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
強
い
て
あ
げ
る
な
ら
、

義
重
の
息
子
義
広
が
入
嗣
し
て
い
た
蘆
名
氏
と
安
積
地
方
を
巡
る
争
い
の
援
助
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
佐
竹
に
積
極
的
な
戦
争
の
目
的
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
伊
達
側
も
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
攻
め
込
ま

れ
た
た
め
郡
山
で
対
陣
に
及
ん
だ
も
の
の
、
兵
数
に
劣
る
な
ど
の
理
由
も
あ
り
こ
の
戦
闘
に
対
し
て
消
極
的
な
姿
勢
だ
っ
た
。

　
以
上
の
事
か
ら
、
郡
山
合
戦
の
本
質
は
、
伊
達
と
佐
竹
に
よ
る
主
体
的
な
衝
突
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
を
改
め
て
強
調

し
て
お
く
。
こ
の
戦
い
は
、
伊
達
・
佐
竹
双
方
に
と
っ
て
、
死
活
的
な
利
害
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
レ
ベ

ル
で
も
、
こ
の
戦
い
が
伊
達
派
と
佐
竹
派
に
分
か
れ
て
対
決
す
る
と
い
う
認
識
が
無
か
っ
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
従
来
は
、
勢
力
を
伸
長
す
る
伊
達
・
佐
竹
と
い
う
大
勢
力
が
、
覇
権
を
巡
っ
て
衝
突
す
る
象
徴
的
な
戦
い
と
し
て
評
価
さ
れ
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て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
戦
闘
の
本
質
は
、
上
記
の
と
お
り
両
者
の
個
別
利
害
追
求
に
は
無
い
か
ら
に
は
、
岩
城
が
こ
こ
で
中
人

に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
理
由
は
全
く
無
い
。
つ
ま
り
佐
竹
を
裏
切
っ
た
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ

る
事
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
岩
城
氏
は
、
双
方
へ
の
縁
故
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
中
人
と
い
う
立
場
に
立

つ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
る
。
戦
国
期
の
南
奥
地
域
に
お
い
て
こ
う
し
た
縁
故
を
も
と
に
中
人
と
な
る
事
を
容
認
す
る
土
壌

が
存
在
し
て
い
た
事
は
、
既
に
別
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る）

51
（

。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
条
件
を
も
と
に
、
中
人
岩
城
氏
は
そ
の
立
場
を
利
用
し
自
ら
の
個
別
利
害
を
追
求
し
て
い
た
。
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
郡
山
合
戦
の
和
睦
条
項
に
は
、
郡
山
合
戦
と
は
直
接
的
に
は
無
関
係
な
、
田
村
継
承
問
題
に
関
わ
る

田
村
領
大
越
の
事
が
含
ま
れ
て
い
る）

52
（

。
こ
の
大
越
は
田
村
領
と
岩
城
領
の
境
と
な
り
、
岩
城
氏
が
狙
っ
て
い
た
場
所
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
先
に
見
た
岩
城
か
ら
の
積
極
的
な
和
睦
調
停
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
考
え
る
。
こ
の
事
か

ら
、
表
で
は
中
人
秩
序
に
よ
っ
て
南
奥
地
域
の
平
和
秩
序
維
持
を
履
行
す
る
一
方
で
、
そ
の
裏
で
は
平
和
秩
序
を
利
用
し
て
領
主

個
別
の
領
域
拡
大
の
た
め
の
手
段
と
し
て
も
利
用
し
て
い
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
中
人
秩
序
は
単
な
る
平
和
維
持
の
み
を
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
奥
の
地
域
権
力
が
中
人
に
立
っ
て
調
停
を
す
る
一
方
で
、
他
と
戦
闘
に
及
ん
で
い

る
）
53
（

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
実
際
こ
の
後
の
天
正
十
七
年
四
月
に
、
大
越
に
小
野
を
加
え
た
二
つ
の
地
を
巡
っ
て
岩
城
は
伊
達
と

対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
両
者
は
戦
闘
に
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事
は
、
戦
国
期
南
奥
地
域
の
特
質
と
し
て
存
在
し
た
中
人
秩

序
の
本
質
も
ま
た
、
平
和
と
戦
争
の
表
裏
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
岩
城
氏
は
、
佐
竹
・
伊
達
双
方
に
関
係
を
持
ち
、
そ
し
て
合
戦
の
本
質
が
伊
達
・
佐
竹
に
よ
る
個
別
利
害
の
追

求
に
無
い
以
上
、
和
睦
を
実
行
で
き
る
目
算
を
十
分
に
有
し
て
い
た
。
佐
竹
を
裏
切
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
調
停
に
よ
っ
て
自
己

の
利
害
実
現
を
追
求
し
た
岩
城
氏
の
動
き
は
、
中
人
慣
行
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
他
に
中
人
足
り
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う
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
消
極
的
な
条
件
に
加
え
て
、
和
睦
に
よ
り
得
を
す
る
と
い
う
条
件
が
、
積
極
的
な
動
機
付
け
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
伊
達
・
佐
竹
が
共
に
南
奥
に
広
く
婚
姻
関
係
の
網
の
目
を
広
げ
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
伊
達
・
佐
竹
双
方

と
関
係
を
持
つ
存
在
を
作
り
出
し
た
。
こ
の
中
で
伊
達
・
佐
竹
自
身
の
狙
い
は
、
二
極
に
諸
氏
を
分
極
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
伊
達
・
佐
竹
自
身
も
ま
た
直
接
的
な
婚
姻
関
係
で
繫
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
婚
姻
関
係

事
情
が
、
南
奥
諸
氏
の
間
で
中
人
と
い
う
存
在
を
生
み
出
し
、
結
果
的
に
南
奥
地
域
に
中
人
秩
序
の
成
立
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

中
人
慣
行
が
盛
ん
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
文
期
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
婚
姻
関
係
が
広
汎
に
形
成
さ
れ
た
の
も
天
文

期
で
あ
る
。
婚
姻
関
係
の
成
立
と
中
人
慣
行
の
開
始
に
は
相
関
関
係
が
あ
っ
た
事
が
窺
え
る
。

　
南
奥
地
域
で
は
、
戦
国
の
終
盤
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
中
小
地
域
権
力
が
存
続
す
る
と
い
う
他
地
域
に
は
類
を
見
な
い
現
象
が
発
生
し

た
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
存
続
を
図
る
条
件
を
保
持
し
え
た
一
つ
の
要
因
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
天
正
十
七
年
に
な
り
事
態
は
変
化
す
る
。
郡
山
合
戦
に
お
い
て
中
人
だ
っ
た
岩
城
氏
は
、
そ
の
後
伊
達
氏
と
対
立
し
、

佐
竹
側
に
与
す
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
人
た
り
う
る
勢
力
が
不
在
と
な
っ
た
事
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
伊
達
・
佐

竹
の
意
図
と
は
別
に
、
二
極
化
と
い
う
構
図
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
伊
達
氏
に
よ
る

南
奥
地
域
の
統
一
で
あ
っ
た
。
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注

（
1
）　『
福
島
県
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
（
原
始
・
古
代
・
中
世
）、
一
九
六
九
。
小
林
清
治
『
中
世
奥
羽
の
世
界
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
七
九
。
粟
野
俊
之
「
戦
国
末
期
南
奥
羽
に
お
け
る
伊
達
氏
包
囲
網
に
つ
い
て
」（
同
『
織
豊
政
権
と
東
国
大
名
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
一
　
初
出
一
九
八
五
）
ほ
か
。

（
2
）　
小
林
清
治
「
戦
国
大
名
岩
城
氏
　
第
三
節
」（『
い
わ
き
市
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
（
原
始
・
古
代
・
中
世
）、
一
九
八
六
）

（
3
）　
小
林
清
治
「
伊
達
政
宗
の
和
戦
」（
同
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
〈
初
出
二
〇
〇
六
〉）

（
4
）　
拙
稿
「
中
人
制
に
お
け
る
『
奥
州
ノ
作
法
』
│
戦
国
期
の
中
人
制
と
伊
達
氏
の
統
一
戦
争
│
」（『
戦
国
史
研
究
』
五
七
、
二
〇
〇
九
）

　
　
　
な
お
本
稿
で
は
、「
中
人
慣
行
」
と
「
中
人
秩
序
」
と
い
う
表
現
を
適
宜
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
関
係
は
、
地
域
で

行
わ
れ
て
い
た
個
々
の
中
人
事
例
に
つ
い
て
は
「
中
人
慣
行
」
と
し
、
こ
う
し
た
慣
行
が
あ
る
一
定
の
地
域
全
体
で
共
有
さ
れ
た
状
況
を

「
中
人
秩
序
」
と
表
現
し
使
用
し
て
い
る
。

（
5
）　
前
掲
註
1
・
3
以
外
に
も
、
近
年
で
は
、
小
林
清
治
『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
、
な
ど
も
あ
る
。

（
6
）　
二
本
松
事
件
と
人
取
橋
の
合
戦
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
全
て
『
二
本
松
市
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
（
原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
）、

一
九
九
九
に
よ
る
。

（
7
）　
元
禄
年
間
に
秋
田
藩
士
戸
部
正
直
が
書
き
残
し
た
『
戸
部
氏
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
佐
竹
連
合
軍
は
総
勢
三
万
四
、
五
千
人
ほ
ど
で
あ
り
、

こ
の
中
で
岩
城
軍
は
岩
城
・
船
尾
・
竹
貫
合
わ
せ
て
三
千
人
が
従
軍
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註
6
）。

（
8
）　
小
林
清
治
「
伊
達
政
宗
の
和
戦
」（
同
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
〈
初
出
二
〇
〇
六
〉）

（
9
）　（
天
正
十
六
年
）
閏
五
月
十
六
日
付
佐
藤
大
隅
守
貞
信
宛
佐
竹
義
重
書
状
（『
白
河
市
史
』
第
五
巻
、
九
九
一
）

（
10
）　（
天
正
十
七
年
）
四
月
十
八
日
付
宛
所
欠
伊
達
政
宗
書
状
（『
仙
台
市
史
』
第
十
巻
、
四
〇
五
）

（
11
）　『
貞
山
公
治
家
記
録
』
天
正
十
六
年
七
月
十
四
日
条
（
平
重
道
編
『
伊
達
治
家
記
録
一
』、
宝
文
堂
、
一
九
七
二
。
な
お
以
下
本
文
中
の

『
伊
達
治
家
記
録
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
）
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（
12
）　『
貞
山
公
治
家
記
録
』
天
正
十
六
年
十
七
日
条
（
平
重
道
編
『
伊
達
治
家
記
録
一
』、
宝
文
堂
、
一
九
七
二
）、（
天
正
十
六
年
）
七
月
二

十
日
付
伊
達
政
宗
宛
東
義
久
書
状
（「
伊
達
家
文
書
」
／
『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
一
〇
二
│
一
四
）

（
13
）　
郡
山
合
戦
後
の
岩
城
氏
は
、
伊
達
と
は
田
村
清
顕
継
承
問
題
に
関
し
て
協
力
し
て
お
り
（
前
掲
註
2
）、
一
方
佐
竹
氏
と
は
、
対
立
す

る
動
き
は
確
認
で
き
な
い
。

（
14
）　
前
掲
註
2
。
若
松
富
士
雄
「
戦
国
大
名
岩
城
氏
　
第
一
・
二
節
」（『
い
わ
き
市
史
』
第
一
巻
、
一
九
八
六
）、
山
縣
創
明
「
戦
国
大
名

佐
竹
氏
の
成
立
と
『
佐
竹
氏
の
乱
』」（『
茨
城
大
学
中
世
史
研
究
』vol

四
、
二
〇
〇
七
）。

（
15
）　
前
掲
註
2
、
佐
藤
孝
徳
「
岩
城
左
京
大
夫
親
隆
に
つ
い
て
」（『
い
わ
き
地
方
史
研
究
』
九
、
一
九
七
一
）
ほ
か
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

江
戸
末
期
に
成
立
し
た
中
山
信
名
編
『
岩
城
文
書
』
に
採
録
さ
れ
る
「
上
遠
野
文
書
」
天
正
六
年
八
月
吉
日
付
親
隆
室
印
判
状
へ
の
註
記

で
、
親
隆
が
病
身
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
夫
人
が
代
わ
っ
て
政
務
を
執
っ
て
い
た
と
す
る
編
者
の
見
解
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
親
隆
病

を
示
す
史
料
と
し
て
は
、『
奥
相
茶
話
記
』
が
あ
る
。
ま
た
直
接
の
関
連
は
不
明
だ
が
、
天
正
初
年
頃
に
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
年
欠
八

月
八
日
付
上
遠
野
常
陸
介
宛
伊
達
輝
宗
書
状
（「
上
遠
野
文
書
」
／
『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
八
三
－
二
二
）
に
は
、「
仍
而
近
年
御
当

方
堺
中
、
取
乱
与
云
、
親
隆
不
例
与
云
」
と
親
隆
が
病
に
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

（
16
）　
木
田
一
「
岩
城
親
隆
の
版
刻
花
押
」（『
い
わ
き
地
方
史
研
究
』
十
七
、
一
九
八
〇
）、
佐
藤
博
信
「
中
世
東
国
に
お
け
る
版
刻
花
押
に

つ
い
て
│
古
河
公
方
足
利
高
基
・
常
陸
佐
竹
氏
を
中
心
に
│
」（『
千
葉
県
史
研
究
』
十
五
、
二
〇
〇
七
）。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
版
刻
花
押

の
使
用
は
、
基
本
的
に
病
気
な
ど
の
事
故
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
る
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　「
仙
道
田
村
荘
史
所
収
文
書
」（『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
一
三
四
│
一
）

（
18
）　
建
徳
寺
は
菊
多
・
磐
前
郡
に
ま
た
が
る
臨
済
宗
の
寺
（『
日
本
歴
史
地
名
体
系
七
　
福
島
県
』、
平
凡
社
、
一
九
九
三
）、
善
門
寺
は
不

明
だ
が
同
じ
く
岩
城
領
内
に
あ
っ
た
寺
と
み
ら
れ
る
。

（
19
）　
こ
こ
で
出
て
く
る
「
親
隆
・
常
隆
」
と
は
、
本
稿
に
出
て
く
る
岩
城
親
隆
・
常
隆
父
子
と
は
別
人
で
あ
る
。
掲
載
し
た
【
系
図
】
に
見

る
よ
う
に
、
戦
国
期
岩
城
氏
に
は
同
じ
名
乗
り
を
す
る
人
物
が
い
る
。
そ
れ
が
親
隆
と
常
隆
で
、
こ
こ
で
は
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
、
Ｂ
と
振

っ
て
区
別
し
た
。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
1
】「
親
隆
・
常
隆
如
□
書
」
の
「
親
隆
・
常
隆
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
親
隆
Ａ
・
常
隆
Ａ
の
事
で

あ
る
。

（
20
）　『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
八
巻
（『
続
群
書
類
従
完
成
会
』、
一
九
六
五
）
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年
に
没
し
た
時
、
常
隆
の
年
齢
は
二
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十
四
歳
。

（
21
）　
前
掲
註
2
。
前
掲
註
16
木
田
論
文
。

（
22
）　『
白
河
市
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
（
原
始
・
古
代
・
中
世
）、
二
〇
〇
四

（
23
）　
小
豆
畑
毅
「
南
奥
戦
国
領
主
の
離
城
と
帰
城
│
石
川
晴
光
・
昭
光
の
場
合
│
」（『
戦
国
史
研
究
』
五
九
、
二
〇
一
〇
）

（
24
）　
前
掲
註
1
『
福
島
県
史
』
よ
り
。

（
25
）　
前
掲
註
19
及
び
【
系
図
】。
こ
の
親
隆
は
、
親
隆
Ａ
。

（
26
）　
伊
達
成
宗
は
伊
達
稙
宗
の
祖
父
に
あ
た
る
。
伊
藤
喜
良
氏
に
よ
れ
ば
、
文
明
十
五
（
一
四
八
三
）
十
月
に
伊
達
成
宗
は
上
洛
し
、
足
利

義
政
に
謁
見
し
て
い
る
（
伊
藤
喜
良
「
国
人
の
連
合
と
角
逐
の
時
代
」〈
小
林
清
治
・
大
石
直
正
編
『
中
世
奥
羽
の
世
界
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
八
〉）。
こ
の
文
明
十
五
年
は
、
岩
城
親
隆
Ａ
の
一
連
の
発
給
文
書
の
年
次
よ
り
そ
の
活
動
時
期
と
重
な
る
事
が
確
認
さ
れ

る
た
め
、
こ
の
時
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）　
こ
の
交
信
は
、
岩
城
臣
と
見
ら
れ
る
新
妻
長
門
守
が
物
詣
の
た
め
上
京
し
た
際
、
何
ら
か
の
事
情
で
京
都
に
抑
留
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
親
隆
Ａ
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
在
京
し
て
い
た
伊
達
成
宗
に
対
し
て
幕
府
へ
の
取
り
成
し
を
依
頼
し
た
（〈
文
明
十
五
年
ヵ
〉
十

月
五
日
付
伊
達
成
宗
ヵ
宛
岩
城
親
隆
書
状
／
「
伊
達
家
文
書
」〈『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
一
〇
二
│
九
〉、（
文
明
十
五
年
ヵ
）
十
月
五

日
付
新
妻
長
門
守
宛
岩
城
親
隆
書
状
／
「
伊
達
岩
城
文
書
〈『
い
わ
き
市
史
』
第
一
巻
補
遺
、
二
九
│
三
〉）。

（
28
）　
大
江
氏
系
図
奥
書
（「
宮
本
文
書
」
／
『
山
形
県
史
』
第
十
五
巻
上
、
五
七
│
一
）

（
29
）　
若
松
氏
「
戦
国
大
名
岩
城
氏
　
第
二
節
」（
前
掲
註
14
）。
以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
岩
城
重
隆
・
伊
達
稙
宗
期
の
婚
姻
に
関
す

る
記
述
は
、
全
て
こ
れ
に
基
づ
く
。

（
30
）　
小
林
清
治
「
伊
達
稙
宗
│
大
名
権
力
の
成
立
│
」（
同
『
戦
国
大
名
伊
達
氏
の
研
究
』
第
二
章
第
一
節
、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
）

（
31
）　
文
明
年
間
に
は
白
川
政
朝
と
岩
城
親
隆
Ａ
の
兄
弟
契
約
（
文
明
六
年
一
月
二
十
日
付
白
川
弾
正
少
弼
政
朝
宛
岩
城
親
隆
契
状
〈「
東
大

白
川
文
書
」
／
『
白
河
市
史
』
第
五
巻
、
六
二
三
〉）、
白
川
永
正
事
変
に
お
い
て
の
岩
城
氏
の
援
助
（
前
掲
註
22
）
な
ど
を
経
て
、
そ
の

関
係
は
こ
の
時
も
継
続
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

（
32
）　
芦
名
両
家
関
係
覚
書
（「
伊
達
家
文
書
」
／
『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
一
〇
二
│
二
一
）。

（
33
）　
若
松
氏
「
戦
国
大
名
岩
城
氏
　
第
二
節
」（
前
掲
註
14
）。
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（
34
）　（
天
正
十
三
年
）
正
月
二
十
四
日
付
岩
城
常
隆
宛
伊
達
政
宗
書
状
（『
仙
台
市
史
』
第
十
巻
、
一
〇
）
解
説
。

（
35
）　「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
十
」（『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
三
五
│
一
二
五
）

（
36
）　
佐
竹
義
篤
は
、
義
昭
の
父
。
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
〜
天
文
十
四
（
一
五
四
五
）
年
。
佐
竹
一
族
間
の
抗
争
で
あ
る
部
垂
の
乱
を
克
服

し
、
佐
竹
氏
飛
躍
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
。（
佐
々
木
倫
朗
「
佐
竹
義
篤
」
項
／
『
戦
国
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）

（
37
）　『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』（
秋
田
県
立
図
書
館
蔵
）
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
【
史
料
2
】
に
続
い
て
、
朱
書
に
て
「
其
書
ノ
端
ニ
別
筆

ヲ
以
テ
天
文
十
二
年
癸
卯
ト
書
メ
ア
リ
」
と
あ
る
。

（
38
）　
岡
本
曾
端
と
も
。
生
没
年
未
詳
。
永
正
〜
天
文
頃
の
人
。
岡
本
氏
は
こ
の
曾
端
の
時
期
か
ら
佐
竹
へ
の
臣
従
を
決
定
的
な
も
の
と
し
、

曾
端
自
身
は
義
篤
の
側
近
と
し
て
、
と
く
に
外
交
に
お
い
て
活
躍
が
見
ら
れ
る
（
佐
々
木
倫
朗
「
岡
本
曾
端
」
項
／
『
戦
国
人
名
辞
典
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）。

（
39
）　
年
欠
十
一
月
二
十
七
日
付
岡
本
掬
月
斎
（
曾
端
）
宛
伊
達
稙
宗
書
状
（「
岡
本
文
書
」
／
『
福
島
県
史
』
第
八
巻
、
八
│
一
一
〇
）。
な

お
異
筆
に
て
、
こ
の
文
書
の
年
次
を
天
文
初
年
と
す
る
書
付
け
あ
り
。

（
40
）　『
佐
竹
家
譜
』（
上
巻
、
原
武
男
校
訂
、
東
洋
書
院
、
一
九
八
九
）
に
よ
れ
ば
、
義
重
の
生
年
は
天
文
十
六
（
一
五
四
七
）
年
で
あ
り
、

こ
の
頃
は
誕
生
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
41
）　「
佐
竹
文
書
」（『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
八
二
│
七
）

（
42
）　
年
欠
五
月
十
二
日
付
猪
狩
中
務
少
輔
宛
伊
達
道
祐
（
晴
宗
）
書
状
（「
伊
達
家
文
書
」
／
『
い
わ
き
市
史
』
第
八
巻
、
九
〇
│
一
〇
）、

『
伊
達
正
統
世
次
考
』
ｐ
2 

2 

7
（『
米
沢
市
史
』
編
集
資
料
十
五
、
一
九
八
五
）

（
43
）　『
伊
達
正
統
世
次
考
』（
前
掲
註
42
）

（
44
）　（
天
正
十
三
年
）
正
月
二
十
四
日
付
岩
城
常
隆
宛
伊
達
政
宗
書
状
（「
佐
竹
千
秋
文
庫
所
蔵
文
書
」
／
『
仙
台
市
史
』
第
十
巻
、
一
〇
）

（
45
）　
こ
の
岩
城
の
参
戦
理
由
に
は
、
二
本
松
事
件
が
政
治
状
況
の
変
化
を
示
す
事
件
だ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。
拙
稿
（
前

掲
註
4
）
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
二
本
松
事
件
は
中
人
秩
序
崩
壊
の
予
兆
を
示
す
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ま
で
散
発
・
分

散
し
て
い
た
こ
の
地
域
の
戦
争
が
、
こ
の
時
初
め
て
伊
達
・
佐
竹
と
い
う
明
確
な
二
つ
の
対
立
軸
が
設
定
さ
れ
た
か
ら
、
中
人
の
存
在
が

不
足
し
て
し
ま
っ
た
事
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
で
は
二
極
化
と
い
わ
れ
る
構
図
が
現
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
後
相
馬
氏
が
中
人
に
立
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
完
全
に
二
極
化
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
完
全
な
成
立
は
、
天
正
十
七
年
と
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考
え
て
い
る
。
無
論
、
本
稿
で
示
し
た
通
り
こ
う
し
た
二
極
化
は
、
伊
達
、
佐
竹
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
不
完
全
な
形
で
あ
る

に
せ
よ
、
限
り
な
く
二
極
に
近
い
状
況
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
岩
城
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
属
さ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
迫
ら
れ
参
戦
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
伊
達
・
佐
竹
が
意
図
し
な
い
状
況
で
、
こ
う
し
た
二
極
化
と
い
っ
た
構
図
が
出
来
上
が
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
46
）　
天
正
十
四
年
十
一
月
蘆
名
亀
若
丸
没
に
伴
う
継
承
問
題
で
、
当
初
は
伊
達
氏
か
ら
の
政
宗
弟
の
入
嗣
の
内
諾
が
成
さ
れ
て
い
た
が
、
最

終
的
に
佐
竹
義
広
の
入
嗣
が
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
伊
達
・
蘆
名
両
者
の
対
立
は
決
定
的
に
な
っ
た
（『
福
島
県
史
』
第
一
巻
、
通
史

編
（
原
始
・
古
代
・
中
世
）、
一
九
六
九
）。

（
47
）　『
三
春
町
史
』
第
一
巻
、
通
史
編
（
自
然
・
原
始
・
古
代
・
中
世
）、
一
九
八
二

（
48
）　
垣
内
和
孝
「
郡
山
合
戦
に
み
る
伊
達
政
宗
の
境
目
認
識
」（
同
『
奥
羽
か
ら
中
世
を
み
る
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
）

（
49
）　
前
掲
註
3
。

（
50
）　
前
掲
註
3
。

（
51
）　
前
掲
註
4
。

（
52
）　
前
掲
註
48
ほ
か
。

（
53
）　
小
林
清
治
「
戦
国
期
奥
羽
と
織
田
・
豊
臣
権
力
」（
同
『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）
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T

he relative by m
arriage and the custom

 of m
ediation

from
 the case of Iw

aki fam
ily in the age of civil w

ar :

A
 study of the m

ediator betw
een tw

o fam
ilies of Satake and D

ate

Y
A

M
A

D
A

, M
asayuki

　

　T
he m

ain them
e of this article is to reconsider of local politic custom

 in M
inam

i-O -u region, a south of M
utsu Province 

in the age of civil w
ar in Japan, focusing on a one of the territorial lords, Iw

aki Fam
ily, by w

ay of study into its relation as 

the m
ediator w

ith other lords.

　T
he traditional explication of the politics in this region is based on the tw

o pow
erful lords, D

ate Fam
ily and Satake 

Fam
ily. In this context, the previous researches have em

phasized that Iw
aki have a close relationship w

ith Satake. Indeed, 

in the battle of H
itotoribashi

（1585
）, Iw

aki cooperated w
ith the Satake for battle. H

ow
ever, in the battle of K

o -riyam
a

（1588

）w
hich is an incident betw

een D
ate and Satake, instead of the cooperation w

ith latter, Iw
aki has m

ediated betw
een 

tw
o fam

ilies.

　T
his strange behavior of Iw

aki is not able to explicate by the traditional view
. To understand that, it is necessary to 

com
prehend and to consider not only its relation w

ith Satake, but also the its relation w
ith D

ate w
ho is the other party to 

the conflict in this region.

　Iw
aki m

aintained friendly relations w
ith D

ate and Satake at the sam
e tim

e.

　T
here are tw

o points of view
. In the first place is a factor that Iw

aki could be the m
ediator, secondarily the character of 

the battle of H
itotoribashi and the K

o -riyam
a.

　From
 a investigation, it is clear that Iw

aki constructed m
ultilateral M

arriage of convenience betw
een D

ate and Satake.
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　In this circum
stance, D

ate and Satake did not require Iw
aki to stand by ow

n side.

　D
ate and Satake fought in the battle of K

o -riyam
a. A

ctually, they did not stand in opposition. B
ecause this battle w

as 

occurred by a request of Soum
a, and there w

as no interest in D
ate and Satake. T

herefore Iw
aki w

as not considered to be a 

traitor betw
een tw

o L
ords.

　T
his is the reason w

hy Iw
aki could act as a m

ediator.

　T
he establishm

ent of local politic custom
 of m

ediator in M
inam

i-O -u region and expansion of a blood relative by the 

M
arriage of convenience are sim

ultaneous events in Tenbun era.

　C
onsequently there w

as an interrelation betw
een the M

arriage of convenience by som
e L

ords in M
inam

i-O -u region and 

an establishm
ent of local politic custom

 of m
ediators.

（
人
文
科
学
研
究
科
史
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　


