
序

章

渡
辺

尚
志

中
谷

正
克

一

本
書
の
課
題

本
書
は
、
近
世
の
相
給
村
落
を
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
考
察
し
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
の
は
上
総
国
山やま
辺べ
郡
台だい
方かた

村

現
千
葉
県
東
金
市
）
で
あ
る
。
一
つ
の
村
が
複
数
の
領
主
の
所
領
に
分
割
さ
れ
る
相
給
村
落
は
、
領
主
支
配
と
村
落
構
造
の
関
係
を
追

究
す
る
た
め
の
好
素
材
と
し
て
注
目
さ
れ
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

関
東
地
方
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
川
村
優
氏
の
一
連
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

１
）

き
る
。
川
村
氏
は
、
旗
本
知
行
所
の

特
質
解
明
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
旗
本
領
相
給
村
落
の
分
析
を
深
め
て
お
り
、
旗
本
領
を
主
体
と
す
る
相
給
村
落
に
お
い
て
は
、
給
別
の

五
人
組
編
成
と
並
ん
で
、
支
配
の
枠
を
越
え
た
郷
五
人
組
が
自
主
的
に
つ
く
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、
村
落
史
研

究
に
と
っ
て
も
重
要
な
論
点
を
提
起
し
て

２
）

い
る
。

ま
た
、
白
川
部
達
夫
氏
の
研
究
も
注
目
す
べ
き
も
の
で

３
）

あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
村
を
複
数
の
知
行
主
に
分
郷
す
る
際
に
は
、「
知
行
主

｜
知
行
付
百
姓
｜
知
行
地
の
一
体
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
い
っ
ぽ
う
、
知
行
地
は
百
姓
の
零
細
錯
圃
し
た
土
地
所
持
形
態
に
規
定
さ
れ
て

村
内
に
分
散
す
る
と
い
う
統
合
と
分
散
の
弁
証
法
的

４
）

関
係
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
出
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
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二

本
書
の
概
要

本
書
は
、
序
章
の
ほ
か
に
全
五
章
か
ら
な
る
。

第
一
章
「
台
方
村
の
村
運
営
」
中
谷
正
克
）
は
、
村
請
制
村
・
知
行
所
・
入
地

小
集
落
）
三
者
の
関
係
を
、
知
行
所
と
入
地
そ
れ
ぞ
れ
の

運
営
の
実
態
に
即
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
「
台
方
村
の
小
集
落
と
知
行
所
」
小
松
賢
司
）
は
、
同
じ
問
題
を
、
入

地
と
土
地
所
有
、
年
貢
・
諸
役
の
負
担
方
法
、
土
地
争
論
の
三
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
多
様
な
論
点
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
・
第
二
章
で
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
松
平
知
行
所
に
お
け
る
入
地
組
の
存
在
は
、

と
り
わ
け
興
味
深
い
。

相
給
村
落
と
は
、
一
村
が
複
数
の
領
主
支
配
に
分
割
さ
れ
て
い
る
村
で
あ
る
。
ま
た
、
相
給
村
落
に
限
ら
ず
、
村
請
制
村
の
内
部
に
複

数
の
小
集
落
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
は
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。
台
方
村
で
は
、
そ
う
し
た
小
集
落
が
入
地
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
村

人
は
村
請
制
村
・
知
行
所
・
入
地
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
し
、
そ
の
規
定
を
受
け
な
が
ら
日
々
の
生
産
・
生
活
を
営
ん
で
い
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
三
者
の
関
係
の
検
討
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
さ
ら
に
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。
松
平
知
行
所
の
よ
う
に
、
台
方
村
の
村
高
の
約
半
分
、
一
〇
〇
〇
石
近
い
知
行
高
が

あ
る
場
合
に
は
、
諸
役
の
円
滑
な
徴
収
の
た
め
に
、
知
行
所
内
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
組
に
分
け
る
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
、
松
平

知
行
所
付
の
百
姓
は
す
べ
て
の
入
地
に
複
数
名
存
在
し
た
か
ら
、
入
地
を
基
本
単
位
と
し
て
入
地
組
が
つ
く
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
入
地
組

は
入
地
を
基
本
単
位
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
入
地
か
ら
は
み
出
す
要
素
も
含
ん
で
い
る
。

第
一
に
、
各
入
地
に
居
住
す
る
百
姓
は
、
自
身
が
居
住
す
る
入
地
に
の
み
土
地
を
所
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
入
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さ
ら
に
、
近
年
で
は
近
畿
地
方
の
相
給
村
落
を
対
象
と
し
た
成
果
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
熊
谷
光
子
氏
は
、
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行

の
特
質
を
、
知
行
所
支
配
の
要
と
な
っ
た
在
地
代
官
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
検
討
し
て

５
）

い
る
。
尾
脇
秀
和
氏
は
、
京
都
近
郊
の
相
給
村
落
を

対
象
と
し
て
、
表
裏
の
使
い
分
け
に
よ
る
穏
便
の
実
現
、
百
姓
の
「
壱
人
両
名
」、
村
に
お
け
る
医
師
の
役
割
等
、
興
味
深
い
論
点
を
提

示
し
て

６
）

い
る
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
は
以
下
の
点
を
特
に
強
く
意
識
し
て
い
る
。

第
一
は
、
村
落
史
・
地
域
社
会
史
研
究
の
立
場
か
ら
相
給
村
落
の
分
析
を
深
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
が
対
象
と
す
る
台
方

村
は
、
四
つ
の
知
行
所
に
分
か
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
六
つ
の
小
集
落

入
地
に
う
ち

）
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
知
行
所
と
集
落
と
は
明
確
な
か

た
ち
で
は
対
応
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
村
請
制
村
・
知
行
所
・
小
集
落
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
村
内
に
は
親
類
・
同

族
・
五
人
組
・
講
な
ど
多
様
な
結
び
つ
き
が
存
在
す
る
。
一
方
、
村
外
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
も
ま
た
多
彩
な
社
会
的
結
合
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る

第
三
節
参
照
）
。
こ
う
し
た
諸
関
係
を
、
幕
府
・
領
主
の
支
配
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
ト
ー
タ
ル
に
解
明
し
た
い
、
と
い

う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
終
極
目
標
で
あ
る
。

第
二
は
、
第
一
の
課
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
史
料
群
を
分
析
対
象
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
給
村
落

研
究
の
難
し
さ
の
一
つ
に
、
複
数
の
知
行
所
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
史
料
が

残
る
特
定
の
知
行
所
の
分
析
は
で
き
る
が
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
他
知
行
所
の
分
析
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
一
村
全
体
の
構
造
分
析

は
不
充
分
な
も
の
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
、
台
方
村
の
場
合
に
は
、
四
給
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
地
方
文
書
が

残
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
台
方
区
有
文
書
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
て
、
前
記
の
課
題
に
迫
り
た
い
。
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係
を
整
理
し
て
提
示
で
き
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
近
世
村
落
史
研
究
に
対
し
て
新
た
な
論
点
を
提
起
し
得
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
大
き
な
課
題
で

あ
る
。
相
給
村
落
は
複
雑
で
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
か
ら
こ
そ
、
興
味
深
い
研
究
対
象
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
第
二
章
で
は
、
文
政
元
年

一
八
一
八
）
以
降
、
入
地
組
の
メ
ン
バ
ー
と
組
の
役
高
が
固
定
化
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
土
地
移
動
に
よ
っ
て
、
各
百
姓
を
そ
の
全
所
持
地
ご
と
一
つ
の
入
地
組
に
編
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
崩
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
村
役
の
徴
収
に
困
難
を
も
た
ら
し
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
百
姓
た
ち

と
り
わ
け
知
行
所
村
役
人
）
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

相
給
村
落
に
お
い
て
は
、
知
行
付
百
姓
と
知
行
地
と
を
整
合
的
に
分
郷
し
た
場
合
で
も
、
知
行
地
の
一
部
に
他
知
行
主
の
知
行
付
百
姓

の
所
持
地
が
入
っ
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
知
行
付
百
姓
と
知
行
地
の
所
持
者
と
の
ズ
レ
は
、
時
期
が
下
る
ほ
ど
大
き

く
な
る
。
そ
れ
を
ど
う
処
理
す
る
か
は
、
知
行
主
に
と
っ
て
も
知
行
付
百
姓
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に

示
し
た
の
が
、
第
二
章
で
検
討
さ
れ
た
嘉
七
・
由
松
地
境
一
件
で
あ
る
。

こ
の
一
件
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
分
家
に
よ
っ
て
新
た
に
成
立
し
た
家
を
ど
の
知
行
主
の
知
行
付
百
姓
に
す
る
か
と
い
う
問
題

が
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
分
家
は
本
家
と
同
じ
知
行
主
の
知
行
付
百
姓
に
な
る
の
か
、
分
家
百
姓
が
居
を
構
え
た
土
地
の
知
行

主
の
知
行
付
百
姓
に
な
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
知
行
付
百
姓
と
知
行
地
の
所
持
者
と
の
不
整
合

と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
。
相
給
村
落
が
問
い
か
け
る
諸
事
象
は
、
近
世
に
お
け
る
人
と
土
地
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
土
地
を
め
ぐ
る
人

と
人
と
の
関
係
｜
い
ず
れ
も
、
近
世
社
会
を
考
え
る
う
え
で
の
基
本
的
関
係
で
あ
る
｜
の
考
察
に
不
可
欠
な
応
用
問
題
な
の
で

７
）

あ
る
。

第
三
章
「
近
世
後
期
東
上
総
に
お
け
る
在
払
米
の
形
成
と
流
通
」
高
橋
伸
拓
）
は
、
近
世
後
期
の
東
上
総
に
お
け
る
在
払
米

蔵
米
）
の
広

範
な
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
在
払
米
の
流
通
が
村
や
地
域
社
会
に
お
い
て
も
っ
た
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
当

地
域
の
旗
本
層
に
よ
る
年
貢
米
の
在
払
は
広
範
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
年
貢
金
納
に
よ
っ
て
も
、
米
は
在
地
に
留
保
さ
れ
た
。
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地
組
の
役
高

入
地
組
に
属
す
る
百
姓
の
所
持
石
高
の
合
計
で
、
役
負
担
の
基
準
と
な
る
高
）
に
は
、
各
入
地
組
の
百
姓
が
他
入
地
に
所
持
す
る

土
地
の
役
高
も
含
ま
れ
て
お
り
、
人
を
単
位
に
土
地
と
高
を
一
括
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
各
入
地
組
に
は
、
他
の
入
地
に
居
住
す
る
百
姓
が
少
数
で
は
あ
れ
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
百
姓
の
居
住
す
る
入
地

と
、
所
持
地
の
あ
る
入
地
と
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
は
、
入
地
組

と
居
住
入
地
が
一
致
し
な
い
理
由
を
、
各
入
地
組
の
役
高
を
均
等
に
す
る
た
め
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
入
地
組
に
は

他
村
か
ら
の
入
作
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
地
組
と
は
、
村
民
の
生
活
上
必
要
不
可
欠
で
分
割
不
可
能
な
単
位
で
は
な
く
、

組
み
換
え
が
可
能

む
し
ろ
適
宜
組
み
換
え
が
必
要
）
な
単
位
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
入
地
組
は
、
入
地
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
収
斂
し
き
ら
な
い
要
素
を
抱
え
て
い
る
。
他
方
、
各
入
地
に
お
い
て

は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
松
平
知
行
所
付
百
姓
の
み
の
結
び
つ
き
も
存
在
し
た

こ
れ
を
、「
入
地
内
知
行
所
別
百
姓
結
合
」
と
呼
ん
で
お
く
）
。

嘉
七
・
由
松
地
境
一
件
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
河
野
知
行
所
付
百
姓
で
あ
る
嘉
七
に
対
し
て
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
で
あ
る
由

松
側
に
立
っ
て
実
力
行
使
に
及
ん
だ
の
は
、
知
行
所
村
役
人
を
除
け
ば
、
弥
勒
入
地
に
住
む
松
平
知
行
所
付
の
五
人
組
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
。と

す
る
と
、
各
入
地
居
住
の
松
平
知
行
所
付
百
姓
の
ま
と
ま
り
と
、
入
地
組
と
は
、
か
な
り
の
程
度
重
複
し
つ
つ
も
、
ズ
レ
を
含
む
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
入
地
組
は
役
負
担
の
単
位
と
し
て
の
み
機
能
し
て
お
り
、
百
姓
の
生
産
・
生
活
を
保
障
す
る
機
能
は
な
か
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
村
請
制
村
・
知
行
所
・
入
地
三
者
の
関
係
を
考
え
る
際
に
は
、
松
平
知
行
所
に
関
し
て
は
、
入
地
組
と
「
入
地
内
知
行
所

別
百
姓
結
合
」
と
の
関
係
も
組
み
込
ん
で
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
親
類
や
同
族
の
つ
な
が
り
も

関
わ
っ
て
く
る
し
、
村
を
越
え
た
諸
関
係
も
か
ら
ん
で
く
る
。
こ
の
よ
う
に
事
態
は
さ
ら
に
複
雑
さ
を
増
す
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
諸
関

係
を
丹
念
に
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
な
し
に
は
相
給
村
落
に
お
け
る
社
会
結
合
の
具
体
像
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
複
雑
な
関

8



蓄
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
備
荒
貯
蓄
金
が
御
用
金
と
互
換
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
旗
本
の
財

政
補
塡
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
備
荒
貯
蓄
に
お
い
て
は
、
領
主
と
百
姓
が
米
・
金
を
出
し
合
う
ケ
ー
ス
が
広
く
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

従
来
の
研
究
で
は
そ
こ
に
公
共
性
の
拡
大
を
認
め
る
議
論
も
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
う
し
た
側
面
は
認
め
ら
れ
る
が
、
第
四
章
で
は

そ
れ
と
は
異
な
り
、
旗
本
が
若
干
の
拠
出
を
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
備
荒
貯
蓄
全
体
に
対
す
る
所
有
権
を
主
張
し
て
い
る
事
例
を
提

示
し
た
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
官
民
協
力
」
に
よ
る
備
荒
貯
蓄
の
「
影
の
側
面
」
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
四
章
は
、
河
野
知
行
所
四
か
村
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
台
方
村
を
取
り
巻
く
諸
関
係
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
台
方
村
の
他
の
知

行
所
に
お
い
て
は
ま
た
別
個
の
知
行
所
結
合
が
存
在
し
た
わ
け
だ
し
、
同
村
は
幕
府
の
広
域
支
配
に
関
し
て
は
鷹
場
組
合
・
五
郷
組
合
や

寄
場
組
合
に
、
用
水
利
用
の
面
で
は
複
数
の
用
水
組
合
に
属
し
て
い
た
。
ま
た
、
台
方
村
は
、
周
辺
の
五
か
町
村
と
共
通
の
鎮
守
を
も
っ

て
お
り
、
祭
礼
も
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
東
金
町
や
周
辺
村
々
と
の
間
で
は
、
家
や
個
人
レ
ベ
ル
で
多
様
な
経
済

的
・
社
会
的
・
文
化
的
諸
関
係
が
取
り
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
複
層
的
な
地
域
的
諸
関
係
を
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
れ
ら
の
全

体
像
を
復
元
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

付
章
「
地
域
に
お
け
る
「
明
治
維
新
」
の
記
憶
と
記
録
」
宮
間
純
一
）
は
、
文
久
三
年

一
八
六
三
）
に
九
十
九
里
地
域
で
起
こ
っ
た
真
忠

組
騒
動
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
騒
動
を
誰
が
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
記
録
に
残
し
た
の
か
、
さ
ら
に
関
係
者
に
と
っ
て
真
忠
組
騒
動
と
は

何
だ
っ
た
の
か
を
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
忠
組
は
尊
王
攘
夷
と
貧
民
救
済
を
掲
げ
て
蜂
起
し
た
わ
け
だ
が
、
騒
動
鎮
圧
直
後
か
ら
明

治
期
に
か
け
て
は
、
真
忠
組＝

賊
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
真
忠
組
騒
動
の
記
録
が
、
騒

動
の
鎮
圧
に
当
た
っ
た
福
島
藩
と
、
真
忠
組
の
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
豪
農
た
ち
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
作
成
さ
れ
流
布
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
尊
攘
志
士
と
し
て
の
プ
ラ
ス
の
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

11 序章(渡辺・中谷)

村
側
に
と
っ
て
、
在
払
や
金
納
に
よ
っ
て
年
貢
米
江
戸
廻
送
の
手
間
が
省
け
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
か
っ
た
。
こ
う
し
た
米
が
地
域
米
穀
市

場
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
無
視
で
き
な
い
。

で
は
、
在
払
米
の
需
要
者
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
後
述
の
よ
う
に
、
台
方
村
で
は
、
宝
暦
九
・
一
〇
年

一
七
五
九
・
六
〇
）
に
お
い
て
、

百
姓
総
軒
数
一
六
六
軒
中
、
一
石
未
満
所
持
層
が
五
九
軒
、
無
高
層
が
五
七
軒
も
存
在
し
た
。
村
民
の
約
三
分
の
二
が
所
持
石
高
一
石
未

満
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
層
の
多
く
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
飯
米
購
入
者
で
あ
り
、
在
払
米
を
も
購
入
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
加
え
て
、
台
方
村
に
隣
接
す
る
東
金
町
は
在
方
町
で
あ
り
、
住
民
の
中
に
は
一
定
数
の
飯
米
購
入
者
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ

る
。ま

た
、
在
払
米
は
「
蔵
米
」
と
し
て
、
一
般
の
民
間
米
と
は
区
別
さ
れ
て
流
通
し
て
い
た
。
在
払
米
は
い
っ
た
ん
年
貢
米
と
し
て
旗
本

に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
一
定
の
品
質
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
在
払
米
の
一
定
部
分
は
、
旗
本

に
よ
っ
て
品
質
保
証
さ
れ
た
一
種
の
ブ
ラ
ン
ド
米
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
よ
り
旨
い
酒
造
り
を
目
指
す
酒
造
家
も
在
払
米
を

購
入
し
た
。
さ
ら
に
、
在
払
米
は
、
山
方
・
浦
方
な
ど
充
分
な
米
穀
生
産
が
で
き
な
い
地
域
に
も
流
通
し
て
い
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
第
三

章
で
は
、
在
払
米
の
多
様
な
用
途
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
在
払
米
が
地
域
経
済
や
住
民
の
生
活
に
お
い
て
も
っ
た
意
義
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
四
章
「
備
荒
貯
蓄
に
み
る
百
姓
・
領
主
関
係
」
渡
辺
尚
志
）
は
、
第
三
章
と
同
様
、
米
に
関
わ
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら

は
備
荒
貯
蓄
米
を
対
象
と
し
て
い
る
。
災
害
史
研
究
は
近
年
大
き
く
進
展
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
に
備
荒
貯

蓄
の
問
題
が
あ
る
。
備
荒
貯
蓄
に
関
し
て
は
、
各
地
の
事
例
か
ら
多
く
の
重
要
な
論
点
が
出
さ
れ
て
い
る
が

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
四
章

第
一
節
参
照
）
、
こ
と
旗
本
領
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
充
分
な
事
例
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
第
四
章
で
は
、

旗
本
領
に
お
け
る
備
荒
貯
蓄
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
財
政
基
盤
が
脆
弱
な
旗
本
領
に
お
い
て
は
継
続
的
・
安
定
的
な
備
荒
貯

10



三

近
世
台
方
村
の
概
要

１

台
方
村
と
周
辺
村
々

本
節
で
は
、
本
書
に
お
い
て
分
析
対
象
の
中
心
と
な
っ
た
上
総
国
山
辺
郡
台だい
方かた
村

現
千
葉
県
東
金
市
台
方
）
の
概
況
に
つ
い
て

11
）

示
す
。

台
方
村
は
、
九
十
九
里
平
野
の
中
央
最
奥
部
と
両
総
台
地
の
東
端
が
接
す
る
地
域
に
位
置
す
る
。
隣
接
村
は
、
東
に
在
郷
町
で
あ
る
東

金
町
、
南
は
押
堀
村
と
福
俵
村
、
西
に
田
中
村
、
北
に
大
豆
谷
村
が
あ
る
。
同
村
は
、
台
地
の
縁
沿
い
に
東
金
町
へ
続
く
道
に
沿
っ
て
立

ち
並
ぶ
「
根ね
方かた
」
と
称
さ
れ
る
集
落
と
、
村
の
南
東
部
に
枝
郷
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
砂すな
郷ごう
」
と
称
さ
れ
た
集
落
か
ら

12
）

成
る
。

根
方
の
集
落
内
は
、
谷
に
沿
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
入
地
に
う
ち

と
称
さ
れ
る
小
集
落
が
存
在
す
る

口
絵

13
）

参
照
）
。
西
か
ら
順
に
弥み

勒ろく
・
大おお
作ざく
・
花はな
輪わ
・
羽は
黒ぐろ
・
大だい
門もん
と
五
つ
の
入
地
が
あ
り
、
こ
れ
に
砂
郷
を
加
え
た
六
つ
の
入
地
が
近
世
を
通
じ
て
機
能

14
）

し
た
。
入
地
の

範
囲
は
、
図
に
示
し
た
よ
う
に
道
を
境
界
と
し
て
お
お
よ
そ
区
分
で
き
る
。
同
村
の
耕
地
は
、
お
よ
そ
九
対
一
の
比
率
で
田
方
が
大
勢
を

占
め
る
村
で
あ
っ
た
。
村
の
取
水
源
は
、
丹
尾
村
・
滝
村
・
油
井
村
か
ら
流
れ
出
る
滝
川
か
ら
の
「
地
水
」
と
、
一
七
世
紀
初
頭
に
築
造

し
た
と
さ
れ
る
溜
池
で
あ
る
雄
蛇
が
池
か
ら
の
「
番
水
」
に
よ
っ
て
賄
わ

15
）

れ
た
。
図
で
わ
か
る
よ
う
に
、
村
内
に
は
主
要
な
用
水
路
と
し

て
、
西
か
ら
川
間
手
樋
・
中
手
樋
・
箱
手
樋
・
花
輪
手
樋
が
存
在
し
た
。
川
間
手
樋
と
中
手
樋
・
箱
手
樋
は
台
方
村
内
の
田
地
に
向
け
て

通
水
し
、
花
輪
手
樋
は
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
と
い
っ
た
南
西
村
々
の
田
地
へ
通
水

16
）

し
た
。

近
世
の
台
方
村
は
、
周
辺
の
村
々
と
各
種
の
組
合
村
を
編
成
す
る
こ
と
で
、
地
域
編
成
秩
序
の
一
翼
を
担
っ
た
。
台
方
村
が
属
し
た
組

合
村
と
し
て
は
、
雄
蛇
が
池
九
か
村

17
）

組
合
、
滝
川
五
か
村

18
）

組
合
、
東
金
取
締
一
八
か
村

19
）

組
合
、
東
金
町
鷹
場
二
七
か
村

20
）

組
合
、
東
金
町
寄

場
三
〇
か
村

21
）

組
合
、
山
王
宮
九
か
所

22
）

組
合
、
五
郷

23
）

組
合
が
あ
る
。
台
方
村
は
、
こ
う
し
た
組
合
村
に
属
し
、
各
組
合
内
の
村
々
と
金
銭
的

13 序章(渡辺・中谷)

こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
萩
藩
の
豪
農
に
よ
る
奇
兵
隊
に
つ
い
て
の
語
り
で

８
）

あ
る
。
豪
農
林
勇
蔵
は
、
奇
兵
隊
が
藩
内
抗
争
を
勝
ち
抜

く
際
、
自
身
が
い
か
に
貢
献
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
か
ら
地

域
へ
の
援
助
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奇
兵
隊
を
含
む
萩
藩
は
、
豪
農
層
の
協
力
を
得
て
明
治
維
新
の
勝
者
と
な

っ
た
と
さ
れ
、
豪
農
は
協
力
の
事
実
を
明
治
以
降
積
極
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
方
、
真
忠
組
の
場
合
は
、
豪
農
層
の
協
力
を
得
ら
れ
ず
、
幕
府
・
諸
藩
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
。
真
忠
組
は
西
南
雄
藩
と
は
直
接
の

関
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
明
治
に
な
っ
て
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
真
忠
組
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
下
層
民
も
い
た
わ
け

だ
が
、
彼
ら
は
そ
う
し
た
事
実
の
記
録
者
・
語
り
部
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
末
期
の
経
験
を
、
各
地
の
民
衆
が
明
治
以
降
ど

の
よ
う
に
記
憶
・
記
録
し
て
い
く
の
か
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
だ
と
い
え

９
）

よ
う
。

な
お
、
真
忠
組
に
関
し
て
、
以
下
の
二
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
真
忠
組
と
台
方
村
と
の
関
係
で
あ
る
。
台
方
村
の
幕
領
分

名
主
戸
村
治
左
衛
門
は
真
忠
組
に
協
力
す
る
こ
と
で
借
金
取
り
立
て
を
実
現
し
て
お
り
、
村
役
人
層
は
す
べ
て
が
真
忠
組
の
被
害
者
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
事
例
も
含
め
て
、
真
忠
組
と
地
域
住
民
と
の
関
わ
り
を
さ
ら
に
具
体
的
に
追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
第
二

は
、
真
忠
組
に
関
す
る
記
録
の
さ
ら
な
る
掘
り
起
し
で
あ
る
。
近
年
に
お
い
て
も
新
史
料
の
発
見
が
報
告
さ
れ
て

10
）

お
り
、
引
き
続
き
史
料

の
発
掘
に
努
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
書
で
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
課
題
は
多
い
。
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
引
き
続
き
発
表
し
て
い

く
予
定
で
あ
る
。
本
書
は
、
わ
れ
わ
れ
の
相
給
村
落
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
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３

台
方
村
の
土
地
所
持
状
況

表
１
は
、
宝
暦
九
年
に
お
け
る
台
方
村
一
四
七
〇
石
余
の
土
地
を
、
百
姓
の
所
持
高
別
に
一
覧
化
し
た
も
の
で

34
）

あ
る
。
表
に
よ
れ
ば
、

台
方
村
の
土
地
半
分
近
く
が
他
村
の
百
姓
に
所
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
東
金
町
の
商
人
や
百
姓
が
台
方
村
全
体
の
三
分

の
一
近
く
の
土
地
を
所
持
し
て

35
）

い
る
。
一
方
、
台
方
村
百
姓
の
村
内
に
お
け
る
持
高
は
、
お
お
よ
そ
二
極
化
と
呼
べ
る
現
象
が
生
じ
て
い

る
。
持
高
一
〇
石
以
上
を
所
持
す
る
階
層
は
、
全
体
の
一
割
ほ
ど
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
各
知
行
所
の
村
役
人
を
務
め
る
家
々
で
あ

36
）

っ
た
。

な
か
で
も
持
高
一
三
九
石
余
を
所
持
し
た

有
原
）
彦
兵
衛
家
と
、
一
三
五
石
余
を
所
持
し
た
傳
六
家
は
突
出
し
た
持
高
を
有
し
て
お
り
、

彦
兵
衛
家
は
当
時
松
平
知
行
所
の
組
頭
を
、
傳
六
家
は
三
田
知
行
所
の
名
主
を
務
め
て

37
）

い
る
。

五
石
未
満
の
持
高
を
有
す
る
百
姓
は
、
九
二
軒
と
全
体
の
八
割
近
く
を
占
め
る
。
さ
ら
に
一
石
未
満
の
百
姓
に
限
っ
て
み
て
も
五
九
軒

と
、
お
よ
そ
全
体
の
半
数
を
占
め
る
。
宝
暦
期
に
お
け
る
台
方
村
百
姓
の
村
内
に
お
け
る
土
地
所
持
状
況
は
、
持
高
一
〇
石
以
上
を
保
有

す
る
村
役
人
が
多
く
を
占
め
る
大
高
持
層
と
、
持
高
一
石
に
満
た
な
い
多
く
の
零
細
百
姓
層
と
に
二
極
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

38
）

か
る
。

４

入
地
百
姓
と
知
行
所
付
百
姓

台
方
村
の
百
姓
は
、
自
ら
を
文
書
等
で
名
乗
る
際
、
居
住
す
る
入
地
名
を
自
身
の
名
前
の
前
に
付
け
る
場
合
と
、
帰
属
す
る
知
行
所
の

旗
本
名
を
自
ら
の
名
前
の
前
に
付
す
場
合
と
が
あ
っ
た
。
近
世
の
台
方
村
を
分
析
す
る
う
え
で
、
個
々
の
百
姓
が
ど
の
入
地
に
属
し
ま
た
、

ど
の
知
行
所
付
の
百
姓
で
あ
っ
た
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
前
提
作
業
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
表
２
は
、
文
化
期
台
方
村
百
姓
の
入

地
ご
と
の
百
姓
と
、
帰
属
す
る
知
行
主
を
示
し
た
も
の
で

39
）

あ
る
。
表
に
沿
っ
て
弥
勒
に
属
し
た
百
姓
か
ら
み
て
い
く
と
、
当
該
期
の
弥
勒

の
百
姓
は
二
六
軒
存
在
し
、
大
作
の
百
姓
は
二
九
軒
、
花
輪
の
百
姓
は
二
三
軒
、
羽
黒
の
百
姓
は
一
六
軒
、
大
門
の
百
姓
は
二
二
軒
、
砂

郷
の
百
姓
は
四
九
軒
あ
り
、
居
住
す
る
入
地
名
が
不
明
な
組
頭
の
甚
右
衛
門
を
合
わ
せ
て
、
計
一
六
六
軒
が
村
内
に
存
在
し
た
こ
と
に
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に
も
人
的
に
も
負
担
を
共
有
し
な
が
ら
、
緊
密
に
連
携
を
図
っ
て
い
た
。

２

村
高
・
支
配
と
寺
社

⑴
村
高
と
領
主
変
遷

台
方
村
の
村
高
は
、
文
禄
三
年

一
五
九
四
）
の
検
地
帳
で
一
六
〇
二
石
と
設
定
さ
れ
た
後
、
元
禄
期

一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
は
一
四

七
〇
石
余
と
な
り
、
以
後
近
世
を
通
じ
て
村
高
に
大
き
な
変
化
は
な
か

24
）

っ
た
。
台
方
村
の
支
配
は
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
幕
領
か
ら

佐
倉
藩
領
、
土
浦
藩
領
と
推
移
し
、
元
禄
一
一
年

一
六
九
八
）
の
地
方
直
し
に
よ
っ
て
、
旗
本
の
松
平
権
之

25
）

助
家
・
三
田
治
郎
右
衛

26
）

門
家
・
大
橋
平
兵

27
）

衛
家
・
河
野
松

28
）

庵
家
四
家
に
よ
る
相
給
支
配
が
設
定
さ
れ
た
。
大
橋
家
を
除
く
三
家
は
、
以
後
近
世
を
通
じ
て
台
方
村

の
知
行
主
と
な
っ
た
が
、
大
橋
家
は
そ
の
後
御
家
断
絶
と
な
り
同
家
の
知
行
分
は
、
幕
領
、
御
三
卿
の
清
水
領
を
経
て
再
び
幕
領
と
な
っ

て
明
治
を
迎

29
）

え
た
。
四
家
の
知
行
高
は
、
松
平
家
が
九
五
六
石
余
、
三
田
家
が
二
三
三
石
余
、
大
橋
家
が
一
四
一
石
余
、
河
野
家
が
一
四

一
石
余
と
な
る
。
大
橋
家
と
河
野
家
の
知
行
高
が
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
の
、
松
平
家
の
知
行
高
が
突
出
し
、
ま
た
三
田
知
行
分
に
つ
い
て
も

二
三
三
石
余
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
均
等
相
給
知
行
の
村
で
は
な
か
っ
た
。

⑵
寺
社

台
方
村
は
、
近
世
期
村
内
に
日
蓮
宗
妙
満
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
大だい
林りん
寺じ

大
作
）
・
常じょう
光こう
寺じ

大
作
）
・
大たい
宝ほう
法ほう
）
寺じ

花
輪
）
・
妙みょう
福ふく
寺じ

大
門
）
の
四
つ
の
寺
と
、
馬ば
頭とう
観かん
音のん
堂どう
花
輪
）
・
八
幡
はちまん

社

弥
勒
）
・
天てん
神じん
社

砂
郷
）
が
存
在

30
）

し
た
。
大
林
寺
と
大
法
寺
・
妙
福
寺
・
馬
頭

観
音
堂
は
松
平
氏
知
行
分
に
属
し
、
常
光
寺
と
八
幡
社
は
河
野
氏
知
行
分
に
属
し
、
天
神
社
は
四
給
入
会
地
で
あ

31
）

っ
た
。
台
方
村
百
姓
の

檀
那
寺
と
し
て
は
、
前
述
の
四
か
寺
の
ほ
か
に
、
東
金
町
の
最さい
西
）
福ふく
寺じ
や
本ほん
漸ぜん
寺じ
、
田
中
村
の
法ほう
光こう
寺じ
が

32
）

あ
る
。
そ
の
ほ
か
周
辺
村
々

の
総
鎮
守
と
し
て
大
豆
谷
村
に
山さん
王のう
宮ぐう
現
在
の
日
吉
神
社
）
が

33
）

あ
る
。

14
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表1 宝暦９年台方村百姓の土地所持状況

持高/村名 台方村 東金町 大豆谷村 田間村・
福俵村 合計(軒)

50石～ 4 2 1 0 7

10石～ 7 8 3 0 18

５石～ 17 12 2 0 31

１石～ 33 21 5 2 61

１石未満 59 7 2 0 68

総 軒 数 120 50 13 2 185

総持高(石) 788.961 468.585 168.811 44.071 1470.428

※宝暦９年８月「田畑高改小前帳」(高一郎家文書182)より作成。

表2 文化期台方村入地別百姓と知行主

入地
(人数) 百姓名 知行主

三次郎

佐次右衛門 三田

六右衛門 松平

長五郎 松平

兵吉後家 松平

次助 松平

茂兵衛

平右衛門 松平

清兵衛

長次郎 松平

兵蔵 河野
弥勒
(23人)仙助

七之丞後家 河野

喜五郎 河野

小左衛門 河野

久六

千松

彦右衛門後家 松平

逸平

長蔵 河野

半蔵 河野

権左衛門 松平

新兵衛 河野

新兵衛 松平

粂蔵

松右衛門 松平

治助 松平

平兵衛 松平

卯之三郎 松平

次郎兵衛 松平

孫太夫 幕領

久右衛門 幕領

金右衛門 幕領

茂左衛門 幕領

寅之助

入地
(人数) 百姓名 知行主

嘉右衛門 松平
大作
(27人)嘉平次 松平

太兵衛 松平

新左衛門 松平

勘右衛門

伊助 幕領

源兵衛 幕領

五兵衛 幕領

安右衛門 幕領

治右衛門 幕領

清蔵

万次後家 松平

兵吉後家 幕領

半六 幕領

佐吉

松之助

平次郎 松平

忠平 松平

惣兵衛 松平

五郎兵衛 松平

平蔵 松平

重郎左衛門

彦四郎 松平

八左衛門 松平

茂兵衛後家 幕領

平九郎花輪
(22人)七助

佐助

庄右衛門 松平

甚蔵 幕領

半右衛門 松平

惣八後家 三田

太助

傳六 河野

吉兵衛

入地
(人数) 百姓名 知行主

平七 幕領

治郎吉

傳六 松平

藤七孫 松平

幸助 松平

忠蔵 松平

与三郎

平五郎 松平

喜八
羽黒
(15人)勘重郎 松平

清左衛門 松平

忠兵衛 松平

源兵衛 松平

吉兵衛 河野

清蔵 松平

平七 松平

次郎吉 松平

半兵衛

喜左衛門 松平

清五郎 三田

吉蔵 三田

清右衛門 松平

茂助 松平

重右衛門 松平

新八 三田

権平後家

久蔵 三田大門
(20人)平次郎 三田

庄五郎 三田

喜兵衛 三田

忠右衛門 三田

惣右衛門 三田

治助

七蔵

庄松 三田

40
）

な
る
。
砂
郷
を
除
け
ば
、
各
入
地
お
よ
そ
二
〇
軒
前
後
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
入
地
百
姓
は
、
入
地
ご
と
に
異
な
る
知
行
主
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
じ
入
地
で
あ
っ
て
も
他
の
知
行
主
に
属
し
て
い

る
場
合
も
み
ら
れ
る
が
、
入
地
単
位
で
属
す
る
知
行
所
に
一
定
の
傾
向
は
み
ら

41
）

れ
た
。
弥
勒
の
百
姓
に
つ
い
て
は
、
二
六
軒
の
内
、
河
野

知
行
所
付
百
姓
が
九
軒
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
が
九
軒
を

42
）

占
め
、
大
作
の
百
姓
は
二
九
軒
の
内
、
幕
領
付
百
姓
が
一
二
軒
、
松
平
知
行
所

16

入地
(人数) 百姓名 知行主

政次郎 三田

清吉 三田

傳蔵 松平

庄兵衛 三田

文蔵 三田

文次後家 三田

伊助 三田

権太郎 三田

吉左衛門 三田

豊七

定右衛門後家 三田

新蔵 三田

仙蔵 三田

七助

平蔵 松平

文六 松平

権平

新五郎

孫右衛門

甚蔵 三田

市左衛門 松平

文助 松平

佐吉

金蔵

善太郎 三田
砂郷
(48人)丑太郎

与四郎 松平

又右衛門

彦左衛門 松平

安右衛門 松平

新八

新四郎 松平

重蔵 松平

伊兵衛 松平

勇助

春庵 松平

幸助 松平

庄太郎 三田

平六 三田

仁平次 三田

安次郎

金次郎

四郎左衛門 松平

源七 三田

清吉 河野

長四郎 松平

乙次郎

儀助

武兵衛

半重郎

入地
(人数) 百姓名 知行主

名主 (羽黒)彦兵衛 松平

名主 (大作)与左衛門 幕領

名主 (弥勒)治郎左衛門 河野

名主 (大門)甚兵衞 三田

組頭代 (弥勒)長右衛門 松平

組頭代 (弥勒)治兵衛 河野

組頭 (大作)太左衛門 幕領

組頭 (花輪)勘左衛門 松平

組頭 (大門)庄蔵 三田

組頭 甚右衛門 三田

組頭 (砂郷)八郎兵衛 松平

大作組世話役 (大作)嘉右衛門 松平

大作組世話役 (大作)新左衛門 松平

砂郷組世話役 (砂郷)与四郎 松平

注) 本表は、文化11年５月「連印帳」(台
方区有Ａ38)と文化５年９月「村法度
ヶ條書」(台方区有Ａ34)を基礎に、文
化８年７月「田畑役高帳」(有原家ウ55
-1)及び、文化７年６月「宗門人別帳」
(高家37)、文化14年10月「宗門御改
帳」(前嶋家シ21)、文化６年７月「御
請連印帳」(台方区有Ａ35)より作成。



続
的
な
が
ら
松
平
知
行
所
の
名
主
・
組
頭
を
務
め
、
享
和
・
文
化
期
に
は
河
野
知
行
所
の
名
主
役
も
兼
帯
す
る
な
ど
、
旗
本
知
行
所
の
運

営
な
ら
び
に
、
相
給
村
落
運
営
全
体
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
残
さ
れ
た
文
書
群
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
明
治
期
に
は
台
方
村
の

事
務
掛
・
用
掛
な
ど
の
公
務
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
家
業
と
し
て
質
屋
や
醬
油
製
造
業
を
始
め
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
商
売
を
行
っ
て
い

る
。台

方
村
に
は
、
前
嶋
家
や
有
原
家
の
よ
う
に
村
役
人
を
務
め
た
家
に
残
る
文
書
群
の
ほ
か
に
、
一
村
全
体
で
管
理
し
て
き
た
台
方
区
有

文
書
が

53
）

あ
る
。
同
区
有
文
書
に
は
、
文
禄
三
年

一
五
九
四
）
の
「
台
方
郷
御
縄
打
水
帳
」
の
ほ
か
に
、
村
法
度
や
、
雄
蛇
が
池
用
水
関
係
、

山
王
宮
祭
礼
関
係
な
ど
、
村
全
体
の
維
持
運
営
に
関
係
す
る
文
書
群
が
多
く
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
他
、
台
方
村
の
周
辺
村

に
目
を
向
け
る
と
、
福
俵
村
に
は
福
俵
区
有
文
書
が
、
押
堀
村
に
は
志
賀
家
文
書
や
高
宮
家
文
書
が
、
堀
上
村
に
は
篠
原
家
文
書
な
ど
、

近
世
期
に
お
け
る
当
該
地
域
の
実
態
を
明
ら
か
に
で
き
る
文
書
群
が
複
数
存

54
）

在
し
、
村
内
に
残
る
前
述
し
た
文
書
群
と
合
わ
せ
る
と
充
実

し
た
村
方
文
書
群
の
所
在
が
確
認
で
き
る
地
域
と
い
え
る
。

註１
）

川
村
優
ａ
『
旗
本
知
行
所
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）、
川
村
ｂ
『
旗
本
知
行
所
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一

年
）、
川
村
ｃ
『
旗
本
領
郷
村
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。

２
）

註

１
）川
村
ｃ
第
二
章
第
五
節

初
出
一
九
七
八
年
）。

３
）

白
川
部
達
夫
『
旗
本
知
行
と
石
高
制
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

４
）

同
前
一
〇
頁
。

５
）

熊
谷
光
子
『
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行
と
在
地
代
官
』
清
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）。
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付
百
姓
が
一
一
軒
を
占

43
）

め
た
。
花
輪
の
百
姓
は
二
三
軒
の
内
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
が
一
〇
軒
、
幕
領
付
百
姓
が
三
軒
を

44
）

占
め
、
羽
黒
の

百
姓
は
一
六
軒
の
内
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
が
一
三
軒
を
占

45
）

め
た
。
大
門
の
百
姓
は
二
二
軒
の
内
、
三
田
知
行
所
付
百
姓
が
一
四
軒
、
松

平
知
行
所
付
百
姓
が
四
軒
を

46
）

占
め
、
砂
郷
の
百
姓
は
四
九
軒
の
内
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
が
一
六
軒
、
三
田
知
行
所
付
百
姓
が
一
五
軒
を

占

47
）

め
た
。
村
内
一
の
知
行
高
を
有
す
る
松
平
氏
の
知
行
所
付
百
姓
は
、
全
て
の
入
地
に
わ
た
っ
て
広
範
囲
に
存
在
し
て
い
る
が
、
三
田
知

行
所
付
百
姓
は
、
大
門
と
砂
郷
に
集
中
し
、
河
野
知
行
所
付
百
姓
は
弥
勒
に
集
中
し
、
幕
領
付
百
姓
は
大
作
に
多
く
居
住
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
松
平
知
行
所
付
百
姓
を
除
く
、
残
り
の
三
知
行
所
付
百
姓
は
、
入
地
と
知
行
所
と
の
間
に
一
定
の
相
関
関
係
が
あ
っ
た
。

５

台
方
村
関
係
文
書
群

台
方
村
に
関
係
す
る
文
書
群
は
、
同
村
の
村
役
人
家
を
務
め
た
家
々
が
文
書
を
現
在
ま
で
残
し
た
こ
と
に
よ
り
豊
富
に
存
在
す

48
）

る
が
、

こ
こ
で
は
本
書
全
体
に
わ
た
っ
て
使
用
す
る
前
嶋
家
文
書
と
有
原
家
文
書
を
中
心
に
紹
介

49
）

す
る
。

前
嶋
家
文
書
は
、
総
点
数
三
万
五
八
八
二
点
か
ら
な
る
文
書
群
で

50
）

あ
る
。
同
家
は
、
代
々
弥
勒
に
居
を
構
え
る
家
で
、
文
化
期
か
ら
は

旗
本
河
野
氏
知
行
所
分
の
名
主
や
組
頭
を
務
め
、
明
治
期
以
降
は
台
方
村
の
副
戸
長
・
戸
長
、
東
金
町
長
、
千
葉
県
会
議
員
な
ど
、
長
く

公
務
に
従
事
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
。
前
嶋
家
文
書
か
ら
は
、
と
り
わ
け
文
化
期
以
降
の
領
主
河
野
氏
や
村
役
人
と
し
て
行
っ
て
い
た
活
動

が
具
体
的
に
わ
か
る
史
料
や
、
明
治
期
の
副
戸
長
・
戸
長
と
し
て
行
っ
て
い
た
職
務
の
実
際
の
ほ
か
に
、
同
家
が
地
主
経
営
や
、
さ
ら
に

米
屋
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

有
原
家
文
書
は
、
総
点
数
六
八
六
七
点
か
ら
な
る
文
書
群
で

51
）

あ
る
。
同
家
は
、
代
々
羽
黒
に
居
を
構
え
る
家
で
、
同
家
に
残
る
過
去
帳

や
菩
提
寺
に
あ
る
墓
碑
か
ら
、
同
家
の
初
代
と
さ
れ
る
有
原
伊
豆
守
義
高
は
、
天
文
一
一
年

一
五
四
二
）
三
月
一
一
日
に
没
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
有
原
家
は
、
戦
国
期
以
来
の
由
緒
を
も
つ
「
旧
家
」
の
一
つ
で
あ

52
）

っ
た
。
有
原
家
は
、
元
禄
期
以
降
幕
末
に
至
る
ま
で
断
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台
方
村
及
び
周
辺
地
域
を
分
析
の
対
象
と
し
た
研
究
に
は
、
酒
井
均
「
明
治
二
年
「
台
方
村
伍
什
組
差
縺
一
件
」」『
歴
史
科
学
と
教
育
』

二
、
一
九
八
三
年
）や
、
渡
辺
尚
志
「
相
給
知
行
と
豪
農
経
営
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
を
事
例
と
し
て
｜
」『
惣
百
姓
と
近
世
村
落
』
第
二

編
第
七
章
所
収
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
）、
松
村
祐
子
「
近
世
上
総
下
総
地
域
に
お
け
る
物
資
輸
送
に
つ
い
て
」

『
歴
史
科
学
と
教
育
』
八
、
一
九
八
九
年
）、
冨
善
一
敏
「
近
世
東
金
地
域
に
お
け
る
水
利
秩
序
と
用
水
組
合
の
性
格
に
つ
い
て
」
吉
田
伸

之
・
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
房
総
地
域
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、
原
直
史
『
日
本
近
世
の
地
域
と
流
通
』
所
収
第
二
章

「
近
世
両
総
地
域
に
お
け
る
駄
賃
稼
ぎ
」
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）、
池
辺
和
彦
「
近
世
に
お
け
る
関
東
相
給
村
落
の
構
造
｜
上
総
国
山

辺
郡
台
方
村
を
事
例
と
し
て
｜
」
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
二
〇
〇
三
年
度
学
位
論
文
）、
中
村
塑
ａ
「
近
世
相
給
村
落
に
お
け
る
土
地
取
引

証
文
の
分
析
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
前
嶋
家
の
事
例
｜
」『
農
業
経
済
研
究

別
冊
二
〇
一
〇
年
度
日
本
農
業
経
済
学
会
論
文
集
』
二
〇
一

〇
年
）、
中
村
ｂ
「
近
世
相
給
知
行
主
と
村
落
共
同
体
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
を
事
例
と
し
て
｜
」『
愛
国
学
園
大
学
人
間
文
化
研
究
紀

要
』
一
三
、
二
〇
一
一
年
）な
ど
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
台
方
村
の
相
給
村
落
と
し
て
の
特
質
を
旗
本
知
行
所
村
・
村
内
小
地
域
集
団
の
両
側
面
か
ら
分
析
を
行
っ
た
伊
藤
陽
啓
氏
に

よ
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
伊
藤
陽
啓
ａ
「
近
世
後
期
相
給
村
落
に
お
け
る
村
方
騒
動
｜
い
わ
ゆ
る
「
分
断
」
の
内
容
に
つ
い
て
｜
」『
千

葉
県
の
歴
史
』
二
九
、
一
九
八
五
年
）、
伊
藤
ｂ
「
相
給
村
落
の
終
焉
と
直
轄
県
｜
宮
谷
県
を
中
心
に
｜
」『
房
総
の
郷
土
史
』
一
五
、
一
九

八
七
年
）、
伊
藤
ｃ
「
近
世
村
落
に
お
け
る
小
地
域
集
団
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
「
入
地
」
を
事
例
と
し
て
｜
」『
房
総
の
郷
土
史
』
一
五
、

一
九
八
七
年
）、
伊
藤
ｄ
「
相
給
村
落
に
お
け
る
村
結
合
と
知
行
所
結
合
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
を
事
例
と
し
て
｜
」『
歴
史
科
学
と
教

育
』
七
、
一
九
八
八
年
）、
伊
藤
ｅ
「
相
給
村
落
に
お
け
る
「
入
地
」
結
合
｜
上
総
国
山
辺
郡
、
特
に
台
方
村
・
四
天
木
村
を
事
例
と
し

て
｜
」
千
葉
歴
史
学
会
編
『
近
世
房
総
の
社
会
と
文
化
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
）。

な
お
、
自
治
体
史
で
は
、
東
金
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
東
金
市
史

史
料
篇
一
・
二
・
三
）』
東
金
市
役
所
、
一
九
七
六
・
一
九
七
八
・
一
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６
）

尾
脇
秀
和
『
近
世
京
都
近
郊
の
村
と
百
姓
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。

７
）

さ
ら
に
、
近
世
初
頭
の
検
地
で
屋
敷
名
請
さ
れ
た
土
地
は
大
門
・
羽
黒
に
し
か
な
い
と
い
う
事
実
も
興
味
深
い
。
こ
の
点
は
、
六
入
地
の

成
立
事
情
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

８
）

渡
辺
尚
志
ａ
「
歴
史
像
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
」
同
編
『
幕
末
維
新
期
萩
藩
村
落
社
会
の
変
動
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
、

の
ち
渡
辺
尚
志
『
豪
農
・
村
落
共
同
体
と
地
域
社
会
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
に
再
録
）、
渡
辺
ｂ
『
東
西
豪
農
の
明
治
維
新
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
九
年
）。

９
）

萩
藩
に
お
け
る
藩
庁
側
と
諸
隊
と
の
内
戦
時
に
は
、
藩
庁
側
も
民
衆
の
戦
争
被
害
に
対
し
て
き
め
細
か
い
補
償
を
し
て
お
り
、
両
軍
と
も

民
心
収
攬
に
は
意
を
用
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
領
主
側
の
対
応
も
、
の
ち
の
民
衆
の
記
憶
と
記
録
の
あ
り
方
に
強
い
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
尚
志
「
幕
末
維
新
期
の
民
衆
と
戦
争
」『
山
口
県
史
の
窓

史
料
編

幕
末
維
新
五
』
山
口
県
環
境
生
活
部

県
史
編
さ
ん
室
、
二
〇
一
二
年
）を
参
照
。

10
）
『
旧
源
村
上
布
田
猪
野
家
文
書
目
録
』
山
武
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
）に
よ
れ
ば
、
猪
野
家
文
書
中
に
は
、
新
出
史
料
で
あ
る
「
文

久
太
平
記
」
文
久
四
年
の
写
本
）が
存
在
す
る
。

11
）

台
方
村
の
概
況
に
つ
い
て
は
、『
東
金
市
台
方

前
嶋
家
文
書
目
録
１
』
千
葉
県
総
務
部
文
書
課
、
一
九
八
八
年
）所
収
の
「
２

近
世
の
台

方
村
」
一
〜
一
〇
頁
）や
、『
東
金
市
台
方

有
原
家
文
書
目
録

上
）』
千
葉
県
文
書
館
、
二
〇
一
一
年
）所
収
の
「
Ⅲ

台
方
地
区
の
歴
史
」

四
〜
一
六
頁
）な
ど
に
拠
っ
た
。
な
お
前
嶋
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
現
在
『
東
金
市
台
方

前
嶋
家
文
書
目
録
４
』
ま
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
一
六
年
三
月
刊
行
予
定
の
『
前
嶋
家
文
書
目
録
５
』
を
も
っ
て
同
館
所
蔵
分
の
前
嶋
家
文
書
の
す
べ
て
が
刊
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
有

原
家
は
、
前
述
の
上
巻
に
加
え
『
東
金
市
台
方

有
原
家
文
書
目
録

下
）』
二
〇
一
二
年
）が
刊
行
さ
れ
、
同
館
所
蔵
分
の
す
べ
て
が
完
結
し

て
い
る
。
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16
）

花
輪
手
樋
を
め
ぐ
っ
て
宝
暦
期
に
台
方
村
と
水
下
四
か
村
の
間
で
発
生
し
た
争
論
に
つ
い
て
は
、
筌
尾
由
香
「
近
世
東
金
地
域
に
お
け
る

用
水
争
論
と
水
利
秩
序
の
形
成
｜
上
総
国
山
辺
郡
台
方
村
を
中
心
に
｜
」
筑
波
大
学
人
文
学
類
二
〇
〇
四
年
度
卒
業
論
文
）を
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
同
論
文
で
は
、
台
方
村
が
立
場
上
、
常
に
地
水
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
争
論
の
中
心
に
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

17
）

九
か
村
の
内
訳
は
、
山
口
村
・
田
中
村
・
大
豆
谷
村
・
福
俵
村
・
台
方
村
・
東
金
町
・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
で
あ
る
。

18
）

五
か
村
の
内
訳
は
、
台
方
村
・
東
金
町
・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
で
あ
る
。

19
）

一
八
か
村
の
内
訳
は
、
東
金
町
・
台
方
村
・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
・
大
豆
谷
村
・
田
中
村
・
山
口
村
・
福
俵
村
・
幸
田
村
・
北
幸

谷
村
・
中
村
・
上
谷
村
・
上
谷
新
田
村
・
清
名
幸
谷
村
・
養
安
寺
村
・
下
谷
村
・
中
嶋
村
で
あ
る
。

20
）

二
七
か
村
の
内
訳
は
、
東
金
町
・
台
方
村
・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
・
大
豆
谷
村
・
田
中
村
・
山
口
村
・
福
俵
村
・
幸
田
村
・
北
幸

谷
村
・
中
村
・
上
谷
村
・
上
谷
新
田
村
・
清
名
幸
谷
村
・
養
安
寺
村
・
下
谷
村
・
中
嶋
村
・
田
間
村
・
二
又
村
・
松
之
内
村
・
菱
沼
村
・
家

子
村
・
道
庭
村
・
北
之
幸
谷
村
・
求
名
村
・
姫
島
村
で
あ
る
。

21
）

三
〇
か
村
の
内
訳
は
、
東
金
町
・
台
方
村
・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
・
大
豆
谷
村
・
田
中
村
・
山
口
村
・
福
俵
村
・
幸
田
村
・
北
幸

谷
村
・
中
村
・
上
谷
村
・
上
谷
新
田
村
・
清
名
幸
谷
村
・
養
安
寺
村
・
田
間
村
・
二
又
村
・
松
之
内
村
・
菱
沼
村
・
家
子
村
・
道
庭
村
・
北

之
幸
谷
村
・
求
名
村
・
姫
島
村
・
油
井
村
・
中
島
新
田
村
・
下
谷
新
田
・
小
野
村
・
松
之
郷
村
で
あ
る
。

22
）

九
か
所
の
内
訳
は
、
大
豆
谷
村
・
台
方
村
・
東
金
町
の
四
区

上
宿
町
・
新
宿
町
・
岩
崎
町
・
谷
）・
押
堀
村
・
川
場
村
・
堀
上
村
で
あ
る
。

23
）

五
か
村
の
内
訳
は
、
大
豆
谷
村
・
田
中
村
・
山
田
村
・
台
方
村
・
東
金
町
で
あ
る
。

24
）

註

11
）参
照
。

25
）

松
平
家
は
三
河
国
宝
飯
郡
形
原
に
居
住
し
た
松
平
家
に
連
な
る
家
で
、
支
配
地
は
元
禄
一
一
年
八
月
の
移
封
後
、
台
方
村
の
ほ
か
下
総
国

豊
田
郡
内
に
四
か
村
、
香
取
郡
内
に
二
か
村
の
計
一
六
七
〇
石
余
を
知
行
し
た
。
歴
代
の
当
主
は
小
姓
組
に
列
す
る
こ
と
が
多
く
、
な
か
に
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九
八
〇
年
）、
同
委
員
会
編
『
東
金
市
史

通
史
篇
上
・
下
）』
東
金
市
役
所
、
一
九
九
二
・
一
九
九
三
年
）や
、
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編

『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

近
世
４

上
総
２
）』
千
葉
県
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

近
世
１

房
総
全
域
）』

二
〇
〇
六
年
）、『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編

近
世
１
』
二
〇
〇
七
年
）、『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編

近
世
２
』
二
〇
〇
八
年
）が
あ
り
、
資

料
の
紹
介
と
と
も
に
台
方
村
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

12
）

砂
郷
集
落
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
慶
長
一
三
年
成
立
、
寛
永
年
中
成
立
、
承
応
年
中
成
立
と
史
料
に
よ
り
異
同
が
あ
る
が

註

11
）

『
前
嶋
家
文
書
目
録
１
』
参
照
）、
一
七
世
紀
の
早
い
段
階
に
本
村
で
あ
る
根
方
か
ら
派
生
し
て
で
き
た
集
落
で
あ
っ
た
。

13
）

本
図
は
、
東
金
市
台
方
『
奥
田
家
文
書
』
イ
一
「
旧
台
方
村
絵
図
」
千
葉
県
文
書
館
収
蔵
）を
ベ
ー
ス
に
、
前
嶋
家
文
書

以
下
、
前
嶋
家

と
略
す
）の
自
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
「
台
方
村
字
・
道
他
絵
図
」
箱
九

一

一
・
九

一

二
）か
ら
情
報
を
補
足
し
、
入
地
の
境
界
線

を
明
確
に
し
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
図
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
当
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
徳
永
暁
氏
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。

本
図
の
も
と
に
な
っ
た
「
旧
台
方
村
絵
図
」
は
、
年
未
詳
な
が
ら
、
近
世
期
に
お
け
る
台
方
村
の
集
落
と
耕
地
並
び
に
、
道
や
用
水
路
全
体

が
俯
瞰
で
き
る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
北
部
の
山
林
に
向
け
て
街
道
沿
い
の
根
方
集
落
か
ら
伸
び
る
一
一
本
も
の
道
は
、

現
在
の
地
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
ほ
ぼ
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

14
）

六
入
地
の
呼
称
は
、
近
世
を
通
じ
て
固
定
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
羽
黒
に
一
七
世
紀
後
半
頃
に
吸
収
さ
れ
た
内うち
手で

出
）や
、

弥
勒
は
大おお
弥み
勒ろく
と
小こ
弥み
勒ろく
に
、
ま
た
砂
郷
は
砂
郷
上
と
砂
郷
下
と
い
う
よ
う
に
、
近
世
の
早
い
段
階
で
吸
収
さ
れ
た
入
地
や
、
入
地
内
部
を

細
分
化
し
た
入
地
が
存
在
し
た
こ
と
が
史
料
上
か
ら
わ
か
る
。
こ
う
し
た
「
小
入
地
」
と
呼
び
得
る
集
落
の
単
位
は
、
近
世
を
通
じ
て
特
に

宗
教
儀
礼
な
ど
の
際
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
百
姓
の
領
主
対
応
や
村
へ
の
対
応
の
際
に
は
、
六
入
地
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
本
書
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
六
入
地
の
呼
称
に
統
一
す
る
。

15
）
『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編

近
世
１
』
千
葉
県
、
二
〇
〇
七
年
）六
一
〇
〜
六
一
三
頁
。
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34
）

宝
暦
九
年
八
月
「
田
畑
高
改
小
前
帳
」『
高
家
文
書
』
一
八
二
）。

35
）

と
り
わ
け
、
一
〇
石
以
上
の
持
高
を
有
し
た
一
〇
軒
の
内
、
五
軒
は
造
酒
屋
を
営
ん
で
い
た
り
、
有
原
家
と
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
米
穀
問

屋
の
名
な
ど
が
み
え
る
。
東
金
町
の
商
人
層
に
よ
る
越
石
所
持
が
行
わ
れ
て
い
た
。

36
）

持
高
一
〇
石
以
上
を
所
持
し
た
一
一
軒
の
内
、
八
軒
が
、
松
平
知
行
所
や
三
田
知
行
所
、
河
野
知
行
所
の
名
主
・
組
頭
を
務
め
て
い
る
。

37
）

傳
六
家
は
、
宝
暦
一
二
年
一
月
に
願
い
に
よ
っ
て
御
役
御
免
と
な
っ
て
い
る

北
田
定
男
「
千
葉
県
東
金
市
の
高
家
文
書
に
つ
い
て
」『
研

究
紀
要
千
葉
工
商
高
等
学
校
』
一
、
一
九
七
七
年
）。

38
）

宝
暦
一
〇
年
八
月
の
「
台
方
村
村
鏡
帳
」『
前
嶋
家
文
書
』
オ
一
七
）に
よ
る
と
、
台
方
村
の
百
姓
総
軒
数
は
一
六
六
軒
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
表
１
に
お
け
る
台
方
村
百
姓
の
総
軒
数
は
一
二
〇
軒
で
、
こ
の
内
、
寺
社
等
の
軒
数
一
一
軒
を
除
く
と
、
軒
数
は
一
〇
九
軒
と

な
る
。
村
鏡
帳
で
み
た
軒
数
と
は
五
七
軒
も
の
開
き
が
あ
る
。
こ
の
五
七
軒
に
つ
い
て
は
、
無
高
百
姓
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
台
方
村

に
は
持
高
一
石
未
満
の
百
姓
に
加
え
、
無
高
百
姓
も
村
内
に
多
く
抱
え
て
い
た
。

39
）

表
２
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
一
一
年
五
月
「
連
印
帳
」『
台
方
区
有
文
書
』
Ａ
三
八
）を
基
礎
史
料
に
し
て
、
す
べ
て
の
入
地
百
姓
を

列
挙
し
よ
う
と
し
た
が
、
羽
黒
の
百
姓
だ
け
史
料
上
欠
如
し
て
い
た
た
め
、
文
化
五
年
九
月
「
村
法
度
ヶ
條
書
」『
台
方
区
有
文
書
』
Ａ
三

四
）か
ら
羽
黒
百
姓
の
み
抽
出
し
て
百
姓
名
を
補
っ
た
。
な
お
、
百
姓
ご
と
の
知
行
主
に
つ
い
て
は
、
松
平
知
行
所
付
百
姓
は
文
化
八
年
七

月
の
「
田
畑
役
高
帳
」『
有
原
家
文
書
』
ウ
五
五

一
）か
ら
確
定
し
、
三
田
知
行
所
付
百
姓
は
文
化
七
年
六
月
の
「
宗
門
人
別
帳
」『
高
家
文

書
』
三
七
）か
ら
、
河
野
知
行
付
百
姓
は
文
化
一
四
年
一
〇
月
「
宗
門
御
改
帳
」『
前
嶋
家
文
書
』
シ
二
一
）か
ら
、
幕
領
付
百
姓
は
文
化
六

年
七
月
「
御
請
連
印
帳
」『
台
方
区
有
文
書
』
Ａ
三
五
）か
ら
確
定
し
た
。

40
）

一
六
六
軒
の
百
姓
の
内
、
註

39
）で
用
い
た
史
料
で
は
知
行
主
が
確
定
で
き
な
か
っ
た
百
姓
が
四
三
名
い
た
。
こ
の
四
三
名
は
、
無
高
百

姓
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
無
高
で
あ
っ
て
も
四
給
い
ず
れ
か
の
知
行
主
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
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は
西
丸
書
院
番
頭
や
駿
府
城
番
、
目
付
を
務
め
た
当
主
が
い
る
。

26
）

三
田
家
は
、
台
方
村
の
ほ
か
に
上
総
国
山
辺
郡
小
野
村
と
武
射
郡
下
武
射
村
合
わ
せ
て
五
八
〇
石
を
知
行
す
る
旗
本
で
あ
る
。
代
々
大
番

に
列
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

27
）

大
橋
家
は
、
上
総
国
・
下
総
国
・
相
模
国
内
で
計
二
一
〇
〇
石
余
を
知
行
す
る
旗
本
で
宝
暦
四
年
に
は
勘
定
奉
行
を
務
め
た
が
、
同
八
年

に
美
濃
郡
代
支
配
下
の
農
民
が
不
平
を
い
だ
き
出
訴
し
た
た
め
、
断
絶
と
な
っ
た
。

28
）

河
野
家
は
、
代
々
奥
医
師
な
ど
の
幕
府
官
医
を
務
め
る
家
で
、
第
三
代
当
主
通
房
の
代
の
元
禄
一
〇
年
七
月
か
ら
上
総
国
山
辺
郡
台
方

村
・
福
俵
村
と
長
柄
郡
千
沢
村
・
粟
生
野
村
の
計
四
か
村
五
〇
〇
石
を
知
行
し
た
。

29
）
『
前
嶋
家
文
書
目
録
１
』
の
「
別
表
１

領
主
・
役
人
名
一
覧
」
二
三
〜
三
〇
頁
）で
は
、
宝
暦
九
年
以
降
幕
末
ま
で
、
幕
領
と
清
水
領
と

で
三
度
支
配
が
変
わ
っ
て
い
る
。

30
）

い
ず
れ
も
御
朱
印
地
で
は
な
く
、
私
領
地
で
あ
っ
た

宝
暦
一
〇
年
八
月
「
台
方
村
村
鏡
帳
」『
前
嶋
家
文
書
』
オ
一
七
）。
な
お
、
宝
暦

期
当
時
の
寺
社
高
は
大
林
寺
が
一
・
七
石
余
、
常
光
寺
が
二
・
七
石
余
、
大
宝
寺
が
六
・
九
石
余
、
妙
福
寺
が
九
・
四
石
余
、
天
神
社
地
が

二
・
八
石
余
あ
っ
た
。

31
）

明
和
三
年
一
〇
月
「
覚
」『
高
家
文
書
』
二
五
二
）。

32
）

最
福
寺
を
檀
那
寺
と
し
た
家
に
は
河
野
知
行
所
の
名
主
や
地
代
官
を
務
め
た
小
安
家
が
、
本
漸
寺
を
檀
那
寺
と
し
た
家
に
は
同
じ
く
河
野

知
行
所
の
名
主
を
務
め
た
前
嶋
家
が
、
法
光
寺
を
檀
那
寺
と
し
た
家
に
は
松
平
知
行
所
の
村
役
人
を
務
め
た
有
原
家
が
あ
る
。

33
）

山
王
宮

現
在
の
日
吉
神
社
）は
、
大
同
二
年
に
最
福
寺
を
創
建
し
た
最
澄
が
、
近
江
国
の
日
吉
神
社
を
同
寺
の
裏
山
の
嶺
に
勧
請
し
た
も

の
と
さ
れ
、
以
降
大
豆
谷
村
・
台
方
村
・
辺
田
方
村

東
金
町
）・
堀
上
村
・
川
場
村
・
押
堀
村
六
か
村
の
総
鎮
守
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
有

原
家
文
書

上
）』
解
題
一
四
〜
一
五
頁
）。
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50
）
『
前
嶋
家
文
書
目
録
２
』
二
〇
一
三
年
）の
解
題
「
Ⅰ

受
入
れ
の
経
緯
」
参
照
。

51
）
『
有
原
家
文
書
目
録

上
）』
二
〇
一
一
年
）の
解
題
「
Ⅰ

受
入
れ
の
経
緯
」
参
照
。
た
だ
し
、
後
に
一
九
六
点
を
有
原
家
に
返
還
し
た
こ

と
に
よ
り
、
文
書
館
収
蔵
の
総
点
数
は
六
六
七
一
点
と
な
っ
た
。

52
）

天
保
三
年
六
月
の
「
覚
」『
有
原
家
文
書
』
イ
一
九
）に
は
、
当
時
村
内
に
「
旧
家
」
が
九
軒
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
有
原
家

は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

53
）

台
方
区
有
文
書
は
総
点
数
二
三
一
点
で
、
現
在
も
年
一
回
虫
干
し
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
台
方
地
区
の
方
々
の
手
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ

て
い
る
。

54
）

志
賀
家
文
書
と
篠
原
家
文
書
に
つ
い
て
は
、『
前
嶋
家
文
書
目
録
２
』
二
〇
一
三
年
）の
解
題
「
Ⅷ

関
連
文
書
群
」
を
参
照
。
福
俵
区
有

文
書
と
高
宮
家
文
書
に
つ
い
て
は
、『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

近
世
４
』
二
〇
〇
二
年
）の
巻
末
「
上
総
関
係
調
査
地
一
覧
」
及
び
、『
千

葉
県
の
歴
史

資
料
編

近
世
１
』
二
〇
〇
六
年
）の
巻
末
「
上
総
関
係
調
査
地
一
覧
」
を
参
照
。
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41
）
『
前
嶋
家
文
書
目
録
１
』
の
解
題

伊
藤
陽
啓
氏
執
筆
部
分
）に
よ
れ
ば
、「
台
方
村
の
知
行
付
百
姓
の
存
在
形
態
は
入
地
ご
と
に
ま
と
ま
り

を
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
か
し
完
全
に
分
散
し
た
も
の
と
も
い
え
ず
、
そ
の
中
間
形
態
、
す
な
わ
ち
偏
り
の
あ
る
分
散
と
い
う
こ
と
に

な
る
」
と
あ
る
が
、
本
文
中
で
述
べ
る
よ
う
に
松
平
知
行
所
付
百
姓
を
除
け
ば
、
残
り
三
給
の
百
姓
は
、
ほ
ぼ
入
地
単
位
で
知
行
主
が
分
か

れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
知
行
所
付
百
姓
の
存
在
形
態
は
入
地
単
位
で
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

42
）

ほ
か
に
三
田
知
行
所
付
百
姓
が
一
軒
、
知
行
主
不
明
百
姓
は
七
軒
あ
る
。

43
）

ほ
か
に
知
行
主
不
明
百
姓
が
五
軒
あ
る
。

44
）

ほ
か
に
三
田
知
行
所
付
百
姓
が
一
軒
、
河
野
知
行
所
付
百
姓
が
一
軒
、
知
行
主
不
明
百
姓
が
八
軒
あ
る
。

45
）

ほ
か
に
河
野
知
行
所
付
百
姓
が
一
軒
、
知
行
主
不
明
百
姓
が
二
軒
あ
る
。

46
）

ほ
か
に
知
行
主
不
明
百
姓
が
四
軒
あ
る
。

47
）

ほ
か
に
河
野
知
行
所
付
百
姓
が
一
軒
、
知
行
主
不
明
百
姓
が
一
七
軒
あ
る
。

48
）

松
平
知
行
所
の
村
役
人
を
務
め
た
家
の
文
書
と
し
て
は
、
本
文
中
で
取
り
上
げ
る
有
原
家
の
ほ
か
に
「
伊
藤
籌
二
家
文
書
」
花
輪
の
野
嶋

勘
左
衛
門
家
）が
存
在
す
る
。
河
野
知
行
所
の
村
役
人
を
務
め
た
家
の
文
書
に
は
、
前
嶋
家
の
ほ
か
に
「
小
安
家
文
書
」
弥
勒
の
治
郎
左
衛

門
家
）が
あ
る
。
三
田
知
行
所
の
村
役
人
を
務
め
た
家
の
文
書
に
は
「
高
家
文
書
」
大
門
の
甚
左
衛
門
家
）が
あ
り
、
幕
領
の
村
役
人
を
務
め

た
家
の
文
書
に
は
、「
柴
家
文
書
」
大
作
の
茂
左
衛
門
家
）が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
群
を
本
論
集
に
お
い
て
は
本
格
的
に
検
討
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
前
述
の
前
嶋
家
文
書
や
有
原
家
文
書
と
合
わ
せ
る
と
、
四
給
村
役
人
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
家
々
の
文
書
群
が
、
台
方
村
に
は

残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

49
）

前
嶋
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
万
六
四
〇
二
点
が
千
葉
県
文
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
有
原
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
現
在
六
六
七
一
点

が
千
葉
県
文
書
館
に
寄
託
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
両
家
の
目
録
刊
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
註

11
）を
参
照
。

26


