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〇
作
者
名
記
載
の
な
い

　「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」

　

中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
池
田
の

歴
史
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
「
穴
織
宮

拾
要
記
」
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
語
っ

て
く
れ
ま
す
。

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
」
は
「
本ほ

ん

」
と

「
末ま

つ

」
の
二
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。「
本
」
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代

初
期
の
寛か

ん
え
い永

17
年（
１
６
４
０
）３
月

神
主
で
あ
っ
た
河か

わ
む
ら村
三み
つ
え
も
ん

右
衛
門
秦は
た
さ
だ定

幸ゆ
き

が
ま
と
め
た
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、「
末
」
に
は
こ
う
し
た

記
述
が
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
者
は
今
で

も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
な
の
で
す
。
記
述

の
う
ち
信
用
で
き
る
箇
所
は
ど
こ
か
、

確
認
す
る
た
め
に
は
こ
こ
を
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〇「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」の

　
作
者
を
探
す

　

そ
も
そ
も
、「
穴
織
宮
拾
要
記
」
の

「
末
」
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
記
述
が
全

体
と
し
て
の
体
系
性
を
持
た
ず
、
前
後

が
入
り
乱
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
、
こ
れ
を
古
い
も

の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
順
に
並
べ

直
し
、
そ
の
当
時
の
神
主
と
し
て
記

述
さ
れ
た
名
前
と
対
比
さ
せ
、「
本
」

の
記
述
と
も
あ
わ
せ
読
み
直
し
て
み

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
前
後
の
記
述

に
矛
盾
が
な
い
か
点
検
し
な
が
ら
で

す
。
こ
う
し
て
、
作
者
と
し
て
一
番

可
能
性
の
高
い
神
主
の
名
前
を
推
測

し
て
み
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、

「
本
」
を
宝ほ

う
え
い永
２
年（
１
７
０
５
）に
書

き
写
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る

縫ぬ
い
の
す
け

殿
佐
定さ
だ
な
お直
が
有
力
な
候
補
と
し
て

立
ち
現
れ
て
き
ま
し
た
。

〇
代
々
の
神
主
と
経
験
の
継
承

　

こ
の
間
、
神
主
は
右う
え
も
ん

衛
門
佐の
す
け
定さ
だ
あ
き明

―
三み

つ
え
も
ん

右
衛
門
定さ
だ
ゆ
き幸
―
左さ
き
ょ
う
の
す
け

京
佐（
名
不

詳
）―
縫ぬ

い
の
す
け

殿
佐
定さ
だ
な
お直
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

定
明
は
、
荒
木
村
重
が
織
田
信
長

に
反
旗
を
翻
し
た
、
天て

ん
し
ょ
う正の
兵
乱
で
大

変
な
目
に
あ
わ
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に

本
欄
で
も
記
述
し
た
と
お
り
で
す
。
そ

の
様
子
を
次
代
の
定
幸
は
「
本
」
の
中

で
生
き
生
き
と
描
い
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
定
明
は
信
長
没
後
の
豊

臣
政
権
な
か
で
も
秀
頼
時
代
に
御お

と
ぎ伽

に
な
る
な
ど
、
豊
臣
家
の
信
頼
も
受

け
、
大
坂
へ
出
か
け
る
こ
と
も
多
か
っ

た
と
「
末
」
で
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
間
、「
本
」
の
筆
者
定
幸
は

次
の
神
主
と
し
て
多
く
の
体
験
を
重

ね
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
定
幸
の

体
験
は
二
代
後
の
定
直
に
ま
で
言
い

伝
え
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
定
直
も
、
定
幸
や
そ
の
あ
と
の

左
京
佐
の
話
を
よ
く
聞
い
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
定
直
が
宝
永
２
年
に
定

幸
の
ま
と
め
た
「
本
」
を
書
き
写
し
た

と
き
「
末
」
も
ま
た
書
き
始
め
た
と
推

測
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。
記

述
は
、
は
る
か
昔
、
古
代
の
池
田
な
ど

に
関
す
る
伝
承
的
な
部
分
と
代
々
の

神
主
が
自
ら
体
験
し
た
生
々
し
い
記

述
と
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、「
末
」
に
は
近
世
後
期
、
最
後
に

は
明
治
維
新
時
の
法
令
も
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
定
直
以
降
も
書
き
継

が
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

〇
唐
船
が
淵
の
実
在
性

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
は
、
興
味

深
い
話
が
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
唐
船
が
淵
に
関
す
る

記
述
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
唐
船
が
淵
」
と
は
、
仁
徳
天
皇
・
応

神
天
皇

時
、
呉

国
の
織

姫
が
日

本
に
着

き
上
陸

し
た
と

さ
れ
る

伝
承
地

で
あ
っ

て
、
現
在
の
池
田
に
は
「
唐
船
が
淵
」

と
の
石
碑
も
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
も
「
唐
船
淵
」

と
出
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
然
物
と
し
て
の
淵
は

本
当
に
存
在
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
は
こ
の
淵
に

秀
頼
公
が
ひ
と
夏
に
三
、四
度
も
遊
び

に
来
て
、
池
田
・
小お

お
べ
の
し
ょ
う

戸
庄
・
細
川
か

ら
網
打
ち
・
す（

水
）い

入
の
得
意
な
者
が

大
勢
出
て
御
馳
走
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
淵
は
、
底
は

岩
一
枚
、「
北
ノ
口
出
は
ず
れ
」
か
ら

上
へ
二
丁（
約
２
０
０
メ
ー
ト
ル
）あ

り
、
深
さ
は
水
面
か
ら
14
～
20
丈（
42

～
60
メ
ー
ト
ル
）。
通
行
人
に
は
怖
い

存
在
だ
っ
た
が
、
寛
永
年
中

（
１
６
２
４
～
４
４
）の
猪
名
川
洪
水

で
土
砂
が
埋
ま
り
、
河
原
に
な
っ
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
淵
の
規
模
は
さ
て
お
き
、
猪
名
川
の

洪
水
で
埋
ま
っ
た
こ
と
自
体
は
あ
り
え

る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
淵
は
実
在
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
「
唐
船

が
淵
」
の
伝
承
も
生
じ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
別
の
確
実
な
史
料
を
押
さ

え
つ
つ
調
べ
て
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

 

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田

康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

市
史
編
纂
☎
７
５
４・
６
６
７
４

「穴
あ や は の み や

織宮拾
し ゅ う よ う き

要記末
まつ

」の作者また唐
と う せ ん

船が淵
ふ ち

のこと

▲唐船が淵史跡の遠景
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