
は
じ
め
に

近
世
後
期
南
部
薄
に
お
け
る

｢所
給
人
｣
知
行
所
と
村
落
構
造

-

｢家
｣

･
同
族
団
を
通
し
て
ー

西

野

隆

次

本
稿
は
'
南
部
藩
に
お
い
て
近
世
初
頭

(寛
文
-
天
和
期
)
に
在
地
の
旧
勢
力
を

丁
)

再
編
成
し
て
成
立
し
た

｢所
給
人
｣
の
近
世
後
期
に
お
け
る
知
行
所
の
実
態
と
'
そ

れ
が
当
時
の
村
落
構
造
に
い
か
に
規
定
さ
れ
'
ま
た

い
か
に
両
者
が
相
互
関
連
し

合

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
以
下
に
'
所

給
人
に
直
接
的
間
接
的
に
か
か
わ
る
研
究
史
を
概
説
し
た
い
｡

そ
の
端
緒
は
'
森
嘉
兵
衛
氏
の
社
会
経
済
史
､
百
姓

一
探
研
究
に
関
連
し
て
論
じ

∴
J,

:｣
l

ら
れ
た
が
'
森
氏
の
研
究
を
基
礎
と
し
て

一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
守
屋
嘉
美
'
細
井

(Tf)

(5
一

言
)

計
､
島
田
隆
'
岩
本
由
輝
ら
に
よ
っ
て
'
三
陸
沿
岸
部
を
主
た
る
対
象
地
域
と
し
て

商
品
流
通
論

(近
世
後
半
期
)
'
漁
村
共
同
体
論
が
展
開
さ
れ
'
所
給
人
は
そ
の
研

究
史
的
流
れ
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
｡
ま
た
'
さ
ら
に
七

〇
年
代
以
降
は
守
屋
氏
に

一7
一

よ
っ
て
幕
末
藩
政
史
論
'
百
姓

一
撲
論
に
関
連
し
て
研
究
は
探
化
さ
れ
て
い
っ
た
｡

以
上
の
研
究
は
'
主
に
近
世
中
期
後
半
以
降
'
三
陸
沿
岸
漁
村
を
基
盤
と
し
て
成

長
'
資
本
蓄
積
を
果
た
し
た
在
地
商
人
が
'
そ
の
経
営
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
'

当
時
の
流
通
機
構
を
掌
握
し
'
専
売
制
を
遂
行
し
て
い
た
藩
権
力
と
結
合
し
よ
う
と

L
t
所
給
人
身
分
を
指
向
す
る
と
い
う
図
式
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､

そ
の
所
給
人
の
村
落
に
お
け
る
位
置
付
け
を
'
近
世
中
期
以
降
の
貨
幣
経
済
の
進
展

に
基
盤
を
置
い
た
'
｢
再
版
農
奴
主
｣
的
あ
る
い
は

｢豪
農
｣
的
な
名
子
主
と
し
て

規
定
L
t
そ
の
名
子
主
た
る
所
給
人
が
'
村
落
内
の
名
子
や
小
農
を
支
配
し
て
い
る

と
い
う
図
式
を
打
ち
出
し
た
｡

以
上
の
研
究
と
は
ま
た
別
の
立
場
か
ら
'
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
盛
田
稔
氏
に
よ

一8
)

る
所
給
人
の
成
因
類
型
論
が
明
ら
か
に
さ
れ
'
ま
た
'
渡
辺
信
夫
氏
に
よ
る
給
人

(盛
岡
給
人
=
城
下
士
'
所
給
人
両
者
)
の
年
貢
制
度
'
初
期
商
品
流
通
論
が
あ

っ

一9
一

た
｡

こ
れ
ら
の
戦
前
か
ら

一
九
七

〇
年
代
前
半
ま
で
の
研
究
史
を
踏
ま
え
'
所
給
人
の

初
期
か
ら
幕
末
に
い
た
る
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
L
t
特
に
近
世
中
期
後
半
の
藩

権
力
に
よ
る
村
落
支
配
を
担
う
存
在
と
し
て
所
給
人
を
位
置
付
け
'
さ
ら
に
百
姓

一

闇
E

挟
論
と
し
て
も
展
開
さ
せ
た
の
は
菊
池
勇
夫
氏
で
あ

っ
た
｡
氏
の
論
点
は
多
岐
に
わ

た
り
'
か
つ
示
唆
に
富
む
指
摘
が
多
々
含
ま
れ
て
お
り
'
以
降
の
所
給
人
研
究
､
そ

し
て
南
部
藩
に
お
け
る
藩
政
史
'
村
落
史
の
分
析
上
､
画
期
的
な
意
義
を
果
た
し
た

lり

も
の
と
し
て
研
究
史
上
位
置
付
け
ら
れ
る
｡
以
上
'
所
給
人
の
研
究
史
に
つ
い
て
触

れ
た
が
'
以
下
に
研
究
史
批
判
を
行
い
本
稿
の
論
点
を
提
出
し
た
い
｡

従
来
の
研
究
史
で
所
給
人
の
分
析
上
対
象
と
な

っ
た
地
域
は
'
す
で
に
述
べ
た
と

23



お
り
お
も
に
三
陸
沿
岸
漁
村
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
-
'
所
給
人
身
分
を
も
つ
在

地
商
人
と
し
て
の
位
置
付
け
を
必
然
化
し
て
い
た
｡
つ
ま
り
'
岩
本
氏
が
端
的
に
逮

べ
て
い
る
よ
う
に
'
給
人
身
分
や
知
行
所
は
言
わ
ば
名
目
的
な
も
の
で
あ
り
'
村
請

･･]
]

構
造
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
積
極
的
意
義
を
も
た
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
｡

ま
た
'
漁
村
地
域
で
あ
る
た
め
所
給
人
の
知
行
形
態
は
俸
禄
形
態
を
取
り
'
知
行
所

支
配
の
実
態
解
明
と
そ
の
積
極
的
評
価
は
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
-
'

ま
た
そ
れ
は
当
然
の
結
果
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
す
で
に
菊
池
氏
は
､
所

給
人
数
の
領
内
地
域
分
布
'
地
域
の
産
業
構
造
､
そ
し
て
所
給
人
の
知
行
形
態
を
関

連
さ
せ
考
察
し
て
お
り
'
所
給
人
は
主
に
三
陸
沿
岸
､
鹿
角
'
そ
し
て

｢奥
通
｣

(現
在
の
盛
岡
以
北

･
青
森
県
南
部
地
方
)
に
展
開
し
､
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

産
業
構
造
は
漁
業
､
産
銅
'
そ
し
て
'
大
豆

･
林
業
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'

知
行
形
態
は
'
三
陸
沿
岸
等
で
は
俸
禄
形
態
で
あ
る
が
'
｢奥
通
｣
'
就
中

｢
五
戸

通
｣
と
呼
ば
れ
る
現
在
の
青
森
県
南
部
に
は
地
方

(知
行
所
)
形
態
の
所
給
人
が
多

眼
c

数
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
た
所
袷

人
の
実
態
は
'
言
わ
ば
三
陸
沿
岸
部
の
漁
業
を
基
盤
と
し
た
俸
禄
形
態
の
所
給
人
で

あ
る
と
い
う
限
定
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡

本
稿
に
お
い
て
は
､
知
行
所
を
基
盤
と
し
て
成
長
し
た
'
産
業
構
造
と
し
て
は
大

豆
の
特
産
地
と
指
摘
さ
れ
た

｢
五
戸
通
｣
の
所
給
人
吉
田
家
'
小
平
家
'
円
子
家
､

三
浦
家
の
四
家
を
取
り
上
げ
'
そ
の
知
行
所
の
実
態
'
お
よ
び
知
行
所
が
近
世
後
期

の
村
落
構
造
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
､
か
つ
相
互
に
関
連
し
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
ま
た
'
そ
の
た
め
の
分
析
視
角
と
し
て
'
｢家
｣

｢同
族
団
｣
と
い
う
〟

集
団
〟

を
論
の
機
軸
に
据
え
て
論
を
展
開
し
て
行
き
た
い
｡

そ
れ
は
'
そ
の
他
の
社
会
的
諸
関
係
'
例
え
ば
'
商
品
流
通
､
高
利
貸
関
係
'
質
地

関
係
'
親
類
関
係
'
冠
婚
葬
祭
等
を
評
価
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
-
'

南
部
地
方
の
村
落
構
造
に
お
い
て

｢家
｣
｢
同
族
団
｣
と
い
う
集
団
が
大
き
な
位
置

詣
一

を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
'
ま
た
'
知
行
所
経
営
や
村
落
と
い
う
構
造
的
対
象
に

は
'
集
団
と
い
う
静
態
的

･
構
造
的
分
析
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
理
解
す
る

か
ら
で
あ
る
｡

一

藩
政
に
お
け
る
知
行
所
の
意
義

ま
ず
'
本
論
に
入
る
前
提
と
し
て
'
南
部
藩
政
に
お
け
る
知
行
所
の
位
置
付
け
を
'

二

)
｢
五
戸
通
｣
の
所
給
人
数
と
知
行
形
態
'
(二
)
藩
権
力
か
ら
見
た
知
行
所
の

位
置
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
｡

〓

)
｢
五
戸
通
｣
の
所
給
人
数
と
知
行
形
態

所
給
人
数
は
近
世
初
期
以
来
漸
増
し
て
来
た
が
'
所
給
人
数
増
大
の
画
期
は
安
永

三

二

七
七
四
)
年
の
売
禄
政
策
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
｡
こ
の
政
策
は
'
領
内
の
豪

農
商
に
献
金
さ
せ
､
そ
れ
の
見
返
り
と
し
て
献
金
額
に
応
じ
て
所
与
力
'
所
給
人
'

盛
岡
給
人
等
の
武
士
身
分
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
以
降
も
こ
の
献
金
衣

士
の
外
'
分
家
'
新
田
開
発
に
よ
り
所
給
人
数
は
増
加
し
'
安
政
期
以
降
は
そ
の
敬

闇
E

が
千
百
人
を
越
え
'
文
久
期
に
は
千
二
百
人
を
越
え
て
い
る
｡
そ
の
所
給
人
数
の
史

的
増
減
､
地
域
分
布
'
知
行
形
態
等
は
前
掲
菊
池
氏
論
文
に
全
く
よ
ら
れ
た
い
が
t

へ16一

五
戸
通
に
か
ぎ
り
慶
応
三
年
の
概
況
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
｡

慶
応
三

二

八
六
七
)
年
に
お
け
る
所
給
人
等

二

一〇
人
の
知
行
形
態
は
'
総
知

2 4



行
高
が
三
七
三
八
石
三
斗
六
升
八
合
で
'
そ
の
内
訳
は

｢
地
方
｣
三

二

一
石
余

(八
三

･
二
%
)
'
｢扶
持
｣
二
三
四
石
余

二
ハ
･
三
%
)
'
｢金
方
｣
三

〇
八
石
余

(八

二
二
%
)
'
｢
現
米
｣
五
四
石
余

二

･
四
%
)
'
｢
野
竿
｣
三

〇
石
余

(〇
･

八
%
)
で
あ
り
'
五
戸
通
の
所
給
人
等
の
知
行
形
態
が
圧
倒
的
に

｢
地
方
｣
へ知
行

所
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
O
ま
た
'
五
戸
通
の
同
三
年
の
総
村
高
は

一
七

五
二
九
石
三
斗
八
升
八
合
で
あ
り
'
｢
地
方
｣
は
そ
の
約
二
割
を
占
め
る
こ
と
に
な

る
｡
ま
た
'
所
給
人
'
所
与
力
を
の
ぞ
き
す
べ
て
俸
禄
形
態
で
あ
り
'
そ
の
中
で
所

給
人
が
八
三
人
と
多
-
占
め
て
い
た
｡

そ
し
て
'
知
行
高
の
階
層
性
に
つ
い
て
は
'

敷
石
か
ら
二
三

〇
石
余
に
わ
た
る
が
'
主
た
る
階
層
は
十
-

一
〇
〇
石
で
あ
っ
た
｡

本
稿
で
対
象
と
す
る
所
給
人
の
吉
田
家
'
小
平
家
'
円
子
家
'
三
浦
家
の
そ
れ
ぞ

れ
の
創
設
期
は
近
世
初
期
か
ら
後
期
に
わ
た
っ
て
い
る
呼

1
様
に
そ
の
知
行
形
態

'Le
)

は

｢
地
方
｣
で
'
成
立
契
機
は
新
田
開
発
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
表

一
は
四
家
の
居

住
村
'
知
行
所
の
存
在
村
名
'
知
行
高
'
そ
し
て
新
田
検
地
期
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
｡
す
べ
て
六

〇
石
以
上
の
知
行
高
で
あ
り
'
右
記
の
こ
と
か
ら
上
層
の
所
給
人
層

に
属
す
と
見
て
よ
い
｡

つ
ま
り
'
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
所
給
人
の
知
行
所
の
実
態
は
'

あ
-
ま
で
も
上
層
所
給
人
の
知
行
所
の
実
態
で
あ
り
'
そ
の
他
の
中
下
層
の
所
給
人

の
知
行
所
の
実
態
で
は
な
-
'
限
走
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て

(19一

お
き
た
い
｡

〔表1〕所給人4家の知行高 (慶応 3年)

円子領 中 市 村* 35石845合 i 618石633合 享保15.元文 2

鶴 喰 村 13.774 ; 179.755
合 計 100.004 1,963.488

合 計 100.000 159.036

吉田領 上書田村* 31.788 333.419 享保15.文久 2

伝法寺村 31.938 383.954

合 計 63.720 717.373

切谷内村 38.670 734.554

上市川村 19.463 760.723

百 石 村 24.982 383.509

註 1.知行高等は､『五戸通御代官所惣高郡分-ケ村限仕付不仕付古荒川欠高

書上帳』 (慶応 3年正月)より作成 し､開発年代は諸家の史料による｡

2.｢*｣は､その所給人の居住村を示す｡
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(
二
)
藩
政
に
お
け
る
知
行
所

知
行
所
は
も
ち
ろ
ん
所
船
人
の
年
貢
賦
課
単
位
で
あ
る
が
､
そ
の
他
代
官
所
か
ら

朕
課
さ
れ
る
往
来
夫
伝
馬
役
'
郷
役
､
定
役
金
銭
等
の
賦
課
単
位
で
も
あ
っ
た
｡
こ

れ
ら
の
諸
役
は
特
に
幕
末
の
海
防
政
策
に
よ
り
へ
さ
ら
に
知
行
所

へ
重
圧
を
加
え
る

も
の
と
し
て
知
行
主
や
百
姓
に
と
っ
て
の
重
要
問
題
と
な
る
｡

知
行
所
は
'
こ
の
よ
う
に
藩
権
力
に
と
っ
て
の
重
要
な
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
'
知
行
所
の
存
続
'
経
営
は
原
則
と
し
て
藩
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
勿
論
'
新
田
開
発
を
し
た
際
､
藩
は
検
地
役
人
を
派
遣
し

検
地
を
行
い
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
検
地
帳
を
作
成
し
知
行
証
文
を
発
行
す
る
が
'
そ

れ
以
降
の
知
行
所
の
経
営
'
例
え
ば
耕
作
者
の
改
替
'
年
貢
率
決
定
､
知
行
所
付
育

姓
の
創
出

･
移
動
等
の
決
定
権
限
は
給
人
の
権
能
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
宝
磨

l･(I;,,

七

(
一
七
五
七
)
年
の
大
飢
僅
時
に
お
け
る
藩
の
達
に
'
知
行
所
の
不
仕
付
地
が
増

加
し
て
い
る
が
藩
で
は

｢何
も
承
知
之
通
御
勝
手
向
御
不
如
意
｣
で

｢
不
仕
付
高
御

手
首
等
不
被
相
届
儀
候
之
間
｣
と
し
､
所
船
人
を
含
む
知
行
主
に
対
し
て

｢銘
々
知

行
不
仕
付
之
場
所
手
首
之
儀
心
を
用
ひ
取
扱
へ
何
卒
不
残
仕
付
候
様
心
懸
可
申
候
｣

と
飢
鐘
時
お
よ
び
そ
の
後
の
知
行
所
復
興
を
知
行
主
に
委
任
し
て
い
る
と
い
う
藩
の

知
行
所
政
策
と
照
応
し
て
い
た
｡

右
の
史
料
は
宝
暦
の
大
飢
僅
時
の
法
令
で
あ
る
が
'
天
明
の
大
飢
鐘
の
時
も
同
樵

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
､
藩
は
単
に
知
行
所
に
賦
課
さ
れ
る
往
来
夫
伝
馬
役
'
郷
役
'

一醜

定
役
金
銭
の
減
免
'
免
除
策
し
か
取
り
得
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
'
例
え
ば
小
平
家

で
は
'
天
明
の
大
飢
鐘
以
降
の
知
行
所
の
復
興
を

｢種
々
苦
配
を
以
呼
立
'
追
々
育

姓
聴
立
当
今
口
数
成
候
間
'
廃
地
開
地
数
度
改
而
入
仕
候

へ
共
'
従
来
之
通
百
石
高

:7-;
:

開
拓
知
行
仕
候

｣

と

記
し
て
い
る
と
お
り
へ
所
給
人
が
自
力
に
よ
っ
て
知
行
所
を
復

興
す
る
し
か
知
行
所
経
営
を
再
興
'
維
持
す
る
手
だ
て
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

つ

ま
り
'
知
行
所
は
単
な
る
往
来
夫
伝
馬
役
等
の
諸
役
賦
課
単
位
で
あ
る
だ
け
で
な
-
'

藩
の
領
域
維
持
費
削
減
の
た
め
の
負
担
単
位
で
も
あ
り
'
そ
の
負
担
は
知
行
主
で
あ

る
所
絶
入
に
か
か
っ
て
い
た
｡

所
給
人
は
単
な
る
名
目
的
な
給
人
身
分
保
持
者
で
は

な
-
'
藩
に
と
っ
て
は
知
行
所
維
持
の
重
要
な
主
体
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
｡
ま
た
'
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
'
以
下
に
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
'
所
袷

人
や
そ
の
知
行
所
は
'
近
世
後
期
の
南
部
藩
の
村
落
構
造
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

二

知
行
所
を
め
ぐ
る
経
営
的
特
質

(
こ

地
付
百
姓
と
入
作
百
姓

南
部
藩
に
お
い
て
は
'
い
わ
ゆ
る
知
行
所
付
百
姓
を
'
例
え
ば

｢
三
浦
儀
右
衛
門

知
行
所
百
姓
｣
｢
三
浦
儀
右
衛
門
領
百
姓
｣
と
呼
称
す
る
と
と
も
に
'
｢地
付
百
姓
｣

と
も
呼
称
し
た
｡
そ
の
地
付
百
姓
に
対
す
る
も
の
と
し
て

｢入
作
百
姓
｣
が
あ
り
'

そ
れ
は
主
に
村
外
の
他
領
の
地
付
百
姓
を
言
う
の
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
'
相
給
形

態
を
と
る
村
の
場
合
'
村
内
の
他
の
知
行
所
や
蔵
人
地
支
配
の
地
付
百
姓
を
も

｢入

作
百
姓
｣
と
し
た
い
｡
そ
し
て
'
両
者
あ
わ
せ
て
知
行
証
文
の
表
記
に
則
り

｢知
行

云
)

百
姓
｣
と
し
た
｡

知
行
所
を
耕
作
し
て
い
る
百
姓
は
'
以
上
の
よ
う
に
公
的
支
配
の
側
面
か
ら
地
付

百
姓
と
入
作
百
姓
が
あ
る
が
'
地
付
百
姓
と
入
作
百
姓
は
'
単
に
公
的
支
配
の
側
面

26



〔表
2
〕

吉
田

家
上

吉
田

村
知

行
百

姓
所

持
高

表
(明

治
2
年

)

名
前

居
住

集
落

支
配

蔵
人

地
滝

沢
領

新
渡

戸
領

中
里

領
佐

藤
領

弁
弥

領
京

平
大

領
倉

大
領

下
田

村
合

計

申｣上
市

弥
伊

之
助

百
太

郎
伊

之
間

長
大

長
谷

//
上

書
出

////〟〟//////////////
~F

~吉
田

洗
平

//////〟
(地

名
代

)
吉

田
領

蔵
人

地
?

佐
藤

領
蔵

人
地

蔵
入

地
-j
IJ

合
イ
1+

rr
イ1
-

(千
J

1'
lT

l
l'

&
+
1-

:7
5
5

15
0

l
ll

k
石

分
1
.7
60

石
含

2
.2
20

1
.7
8
0

石
合

1
.3
00

7
.4
7
9

3
5050
1

7970
1
.2
50

7
50

1
.4
3
5

76
5

3
.2
30

3
.6
2
2

2
.8
96

6
.0
8
6

26
6

60
0

3
.5
13

1
.2
4
7

5
.8
23

3
.7
0
0

1
.1
4
0

1
.1
70

27
0

95
5

10
0

27
.2
24

3
.7
0
0

1
.4
0
6

6
.1
57

4
.3
3
9

9
5
5

8
.9
7
6

与
四

郎
蔵

人
地

1
.2
9
9

3
50

1
.4
78

70
0

5
30

1
.2
3
5

6
.6
60

定
:i

権
八

作
兵

衛
戊

間
新

喜
宝

四
郎

酉
蔵

伝
の

助
十

郎
辰

,I
':

新
渡

戸
領

?
新

渡
戸

領
???

滝
沢

領
蔵

人
地

下
田

領
下

出
領

下
田

領
35
0

2
.2
2
1

8
4
3

10
0

1
.4
50

1
.1
3
5

1
.7
0
0

2
.1
6
5

2
.8
2
2

9
2

92
0

90
0

3
50

4
601
15

36
0

24
0

2
.1
70

I
.2
80

5
.8
3
6

1
.7
9
2

3
.1
4
1

90
0

3
.3
58

4
60

6
3
5

3
.0
8
8

24
0

4
.3
90

3
.0
60

丈
助

徳
下

田
領

下
円

領
1
.4
()
0

30
0

60
0

2
.0
8
0

1
.4
60

6
.2
70

2
.0
8
0

_全
吐

担
⊥

-
12

.5
94

14
0
.9
6
0

2
,6
5(
ー

7
.0
29

7
.9
6
8

5
.6
26

5
.7
35

26
.7
8
2

5
.4
6
0

1
.7
60

75
.6
04

計
1
.

上
.
下
書

Eu
村

は
､

､別
封

ま
ぼ

1
付

と
し
て

行
政

的
に

機
能

し
て

い
た

の
で

､
両

村
一

括
し
て

書
出

村
と

し
て

集
計

し
た

｡

に
よ

り
､
下

川
村

洗
平

部
落

の
百

姓
の

所
持

高
は

卜
出

町
磯

沼
毅

家
文

責
『小

高
帳

』
(天

保
12

年
､

『下
H

町
誌
』
22
9頁

)
よ

り
作

成
｡

4
.

各
｢潮

･三の
所

持
高

か
ら
不

什
付

･
川

欠
高

等
を
引

い
て

い
る

の
で

､
合
計

A
は

必
ず

し
も
そ

の
百

姓
の

総
所

持
高

を
示

し
て

い
な

い
｡

5
.

蔵
人

地
鳥

に
は

､
吉

FR
家

の
免

地
高

(2
3
石

5
斗

3
合

)
も
入

っ
て

い
る

O



か
ら
そ
の
質
が
相
違
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
'
知
行
所
を
め
ぐ
る
経
営
的
'

社
会
的
側
面
に
お
い
て
も
差
異
を
伴
っ
て
い
た
｡

本
章
に
お
い
て
は
以
下
'
知
行
所

を
め
ぐ
る
経
営
的
意
義
を
田
畑

･
家
屋
敷
'
山
林
'
所
給
人
手
作
地
の
三
点
か
ら
逮

べ
て
行
き
た
い
｡

(
二
)
田
畑
と
家
屋
敷

特
に

｢呉
遣
｣
を
め
ぐ
っ
て
ー

所
給
人
に
と
っ
て
'
地
付
百
姓
と
入
作
百
姓
は
'
そ
の
知
行
所
経
営
に
と
っ
て
明

確
に
そ
の
意
義
を
異
に
し
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
を
'
三
浦
家
が
天
保
～
安
政
期
の
新

田
開
発
の
際
に
地
付
百
姓
に
た
い
し
て
付
与
し
た
諸
物
件
の
事
例
を
中
心
と
し
な
が

ら
明
ら
か
に
し
た
い

(史
料
上
の
表
記
は

｢呉
遣
｣
で
あ
る
が
'
同
じ
-

｢呉
遣
｣

と
表
記
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
分
与
物
の
意
味
が
そ
れ
ぞ
れ
の
百
姓
に
と
っ
て
相
違
し

て
い
る
の
で
'
以
下
そ
の
ま
ま

｢呉
遣
｣
を
使
用
す
る
)
｡

三
浦
家
の
新
田
知
行
所
は
四
力
村
に
存
在
し
て
い
る
が
'
そ
の
耕
作
者
数
は

二

九
人
で
あ
り
'

一
人
当
た
り
平
均
所
持
高
は
七
斗
余
で
あ
る
が
'
地
付
百
姓
と
大
作

百
姓
を
区
別
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
所
持
高
を
示
す
と
'
地
付
百
姓
二
二
人
の
平
均

闇
〔

所
持
高
は
二
石
弱
で
あ
り
'
入
作
百
姓
九
七
人
の
そ
れ
は
六
斗
二
升
余
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
'
三
浦
家
で
は
知
行
所
の
耕
作
者
と
し
て
入
作
百
姓
よ
り
地
付
百
姓
を
よ
り

指
向
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
吉
田
家
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
る
｡
表
二
は
吉
田
家
の
上
音
田
村

の
知
行
所
を
耕
作
し
て
い
る
百
姓
の
居
住
村

･
集
落
'
支
配

(知
行
主
)
'
そ
し
て

上
下
吉
田
村
や
隣
村
下
田
村
に
お
け
る
稔
持
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
知
行
主
に

関
し
て
は
蔵
人
地
は
藩
直
轄
地
'
滝
沢
領
'
新
渡
戸
領
'
中
里
領
'
佐
藤
領
の
四
カ

領
は
盛
岡
給
人
知
行
所
'
弁
弥
領
'
倉
大
領
の
二
力
領
は
近
世
初
期
に
分
派
し
た
吉

田
家
の
親
類

(吉
田
姓
)
で
と
も
に
上
下
吉
田
村
の
所
給
人
'
所
与
力
で
あ
り
'
素

平
大
領
が
本
稿
で
分
析
す
る
吉
田
家
の
知
行
所
で
あ
る
｡

判
明
す
る
分
だ
け
で
吉
田
家
の
手
作
地
と
思
わ
れ
る
の
が

｢地
名
代
｣
申
の
部
分

義
一

で
あ
-
'
地
付
百
姓
は
上
吉
田
村
長
谷
集
落
の
丑
だ
け
で
あ
る
｡
こ
の
丑
は
'
知
行

百
姓
の
内
'
最
高
の
持
高
を
所
持
し
て
い
る
が
'
実
は
こ
の
丑
は
文
久
期
の
新
田
開

l.=CJp

発
を
契
機
に
知
行
所
の
存
在
す
る
長
谷
集
落

へ
分
家
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ
の
分
家

で
あ
る
丑
が
最
高
の
所
持
高
を
持
ち
､
し
か
も
吉
田
家
の
知
行
所
し
か
耕
作
し
て
い

な
い
こ
と
は
'
三
浦
家
と
同
様
に
吉
田
家
が
深
い
隷
属
下
に
あ
る
丑
に
よ
っ
て
知
行

所
経
営
の
安
定
化
を
図
っ
た
も
の
と
理
解
出
来
る
｡
そ
の
他
は
'
す
べ
て
入
作
百
姓

と
思
わ
れ
る
が
'
吉
田
家
が
居
住
し
て
い
る
上
吉
田
集
落
や
'
隣
村
下
書
田
村
'
下

田
村
洗
平
集
落
か
ら
入
作
し
て
い
る
｡

そ
の
人
作
百
姓
に
と
っ
て
の
吉
田
家
の
知
行

所
の
経
営
的
意
義
に
つ
い
て
は
'
吉
田
家
の
知
行
所
の
み
所
持
地
と
し
て
い
る
百
姓

か
ら
'
数
力
領
へ
分
散
所
持
し
単
な
る
補
完
的
な
耕
地
に
し
か
過
ぎ
な
い
百
姓
ま
で

あ
-
'
地
付
百
姓
と
は
違
い
入
作
百
姓
に
と
っ
て
の
知
行
所
の
意
義
は
､
そ
の
人
作

百
姓
の
個
別
的
諸
事
情
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

吉
田
家
の
知
行
所
が
百
姓
の
持
高
増
加
の

一
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

l㌻

も
な
い
｡

以
上
の
よ
う
に
'

1
般
的
に
所
給
人
は
知
行
所
経
営
の
安
定
化
の
た
め
に
､
耕
作

者
と
し
て
入
作
百
姓
よ
り
地
付
百
姓
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
り
'
そ
の
た
め
三
浦
家

に
関
し
て
は
､
地
付
百
姓
に
多
大
な
費
用
を
か
け
て
諸
物
件
を

｢呉
遣
｣
し
そ
の
創

出
を
図
っ
て
い
る
｡

表
三
は
'
三
浦
家
が
四
力
村
の
地
付
百
姓
二
二
人
に

｢呉
遣
｣
し
た
諸
物
件
を
秦
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〔表
3
〕

三
浦

家
知

行
所

地
付

百
姓

｢呉
遣

｣
｢
か

し
｣

物
件

｢
呉

遣
｣

物
件

｢
か

し
｣

物
件

家
屋

敷
蟻

田
畑

そ
の

他
諸

飯
料

諸
道

具
建

坪
屋

敷
場

所

㊧
西

蔵
閉

3
.5
/
7

根
岸

野
添

JL1
苅
i

役
.

汁
-

史
史

⑳
与

野
3
.5
/
7

根
岸

野
添

1
-

米
1
斗

5
升

､
栗

1
斗

5
升

､
稗

2
升

-
-

⑳
房

喜
⑲

五
兵
衛

⑲
助

蔵
4
/

7
3
/

5
(根

岸
野

添
)

(根
岸

野
添

)
11

足
材

木
.
井
戸

手
伝

10
/
文

⑫
七

⑲
三

之
助

⑮
太

七
家
代

金
3
歩

六
助

∂
〔

〕
1

-
-

-

⑭
竹

蔵
家
代

5
/
文

左
衛

Pl
治

郎
∂

〔
〕

尤
御

蔵
畑

馬
代

十
大田

5
ツ
役

代
-

5
両

-

⑬
冨

蔵
4
/

7
御
蔵

畑
二

面
十

歳
6

〔
〕

1
10
0

2
.0

材
木
代

20
文

､
作

料
15

/
80

0
文

※
1

⑫
定

吉
3
/

5
御
蔵

入
円
形
70

苅
(
代

金
1
両

2
分

)
1

又
久
2

年
家
建

替
材

木
代
3
5
/
文

※
2

-

⑪
兵

五
郎

家
屋

敷
10
両

2
-

-
-

⑲
源

大
家

20
文

-
1

30
2
.5

-
-

-

⑨
寅

?
下

ノ
沢

1
10
0
0

3
.0

諸
飯

粒
1
ケ
年

分
､
諸

道
具

-
-

⑧
宜

?
沢

rf7
j

田
屋

1
10
0

5
.0

諸
飯

料
1
ケ
年

分
､
諸

道
具

-

⑦
三

太
?

(沢
向

通
)

1
米

2
斗

､
新

宅
之
節

諸
品

-

⑥
六

助
3
/

5
小

波
1

-
諸
飯

料
1
ケ
年

分
諸
飯

料
1
ケ
年

分
､
諸

道
具

20
/
20

0
3
′
5
0
0

①
寅

松
3
/

5
小

渡
1

4
5
/
10
0

5
/
5
0
0

(彰
幸

吉
3
/

5
中

腰
1

33
/
20
0

2
/
5
0
0

③
三

治
3
/

5
小

波
1

諸
飲

料
1
ナ
年

分
､
諸

道
具

2
6
/
50
0

3
/
30

0

②
轟

平
治

3
/

5
小

波
1

-
2
2
/
0
0
0

3
/
0
0
0

0
)

留
3
/

5
小

波
1

諸
飯
料

3
-

8
月
迄

18
/
文

､
諸

道
具

-
-

証
1
.
三

浦
家

粒
子

家
文

章
｢
三

浦
儀

右
衛

門
知
行

百
姓

｣
(
『
白
石

町
誌

g
査

料
編

､
『
天
保

十
三
歳

八
月
吉

日
御

用
留
』

N(
1.
10
4
)

よ
り
作

成
｡

2
.

※
1
-

『t
Tj
A石

町
誌
』
で

は
｢作

料
拾

五
文
八

百
文

｣
と
あ

る
が

､
｢拾

iL
/
八

百
文
｣
の
誤

読
と
思

わ
れ

る
O

※
2
-
建

啓
の
坪

数
は
､

4
間
半

･
9
間

で
あ

る
0

3
.
百

七
一村

房
卓

､
助

蔵
の
屋

敷
場

所
は

､
『御

検
地

御
改

名
寄

御
帳

七
戸

藩
支
配

所
百

石
村
』

(明
治

4
年

､
『百

石
町

誌
』

資
料

編
N
o
.1
44

)
よ

り
判

明
｡

ま
た

､

i
i
J
刊
二

人
の
屋

敷
場

所
は

『畑
地

預
り
詩

文
』

(明
治

4
年
12

月
)

よ
り
判

明
.

4
.
①

-
⑥

は
f
l.戸

村
小

波
､
⑦

-
⑨

は
五

戸
村

町
場

地
域

､
⑲

は
切

谷
内

村
､
⑪

～
⑮

は
上

市
川

村
､
⑲

～
⑳

は
百

石
付

属
住

の
地

付
百
姓

で
あ

る
O



化
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
種
類
と
し
て
は
代
金
の
場
合
も
含
め
て
家
'
屋
敷
'
馬

l

疋
､
田
畑
､
諸
飯
料

一
力
年
分
'
諸
道
具
'
雑
穀
'
材
木

･
井
戸
手
伝
料
'
作
料
等

の
外
､
金
銭
の
貸
与

｢
か
し
｣
が
あ
っ
た
｡
様
々
な
諸
物
件
を

｢呉
遣
｣
し
て
い
る

こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
が
'
微
細
に
見
る
と
何
も

｢呉
遣
｣
ゎ
さ
れ
て
い
な
い
也

付
百
姓
を
除
き
'
そ
の

｢呉
遣
｣
さ
れ
た
物
件
の
基
本
形
が
<
家
屋
敷
+
馬

一
疋
>

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
-
｡
そ
し
て
そ
れ
を
基
本
形
と
し
て
'
そ
の
他
諸
飯
料

一
力
年
分
'
諸
飯
科
等
が
付
加
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
屋
敷
の
場
所
は
'
百
石
村
の

地
付
百
姓
の

｢根
岸
野
添
｣
と
五
戸
村
の
地
付
百
姓
の

｢小
渡
｣
は
知
行
所
内
に
あ

る
が
'
上
市
川
村
の
地
付
百
姓
の
場
合
は
他
の
百
姓
か
ら
蔵
人
地
を
買
い
入
れ
た
ち

の
で
あ
り
'
五
戸
村
の
地
付
百
姓
⑦
⑧
⑨
の
屋
敷
地
は
三
浦
家
が
居
住
し
酒
屋
を
営

ん
で
い
た
五
戸
村
の
町
場
に
あ
り
､
こ
れ
も
知
行
所
以
外
の
土
地
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
｡
ま
た
'
｢呉
遣
｣
し
た
田
畑
も
知
行
所
以
外
の
土
地
で
あ
り
'
⑭
竹
蔵
の
事
例

か
ら
こ
れ
も
買
い
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

三
浦
家
は
'
以
上
の
よ
う
に
<
家
屋
敷
+
馬

一
疋
>
を
基
本
形
と
し
た
諸
物
件
を

｢呉
遣
｣
ゎ
す
こ
と
に
よ
り
地
付
百
姓
の
創
出
を
企
図
し
た
｡
そ
れ
で
は
'
な
ぜ
'

｢呉
遣
｣
ゎ
し
た
諸
物
件
の
内
容
の
質
的

･
量
的
差
異
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
こ
と
は
'
次
章
で
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
が
､
そ
れ
を
先
取
り
し
て
の
べ
れ
ば
'

①
～
⑨
の
地
付
百
姓
が
三
浦
家
の
家
内
成
員

(分
居
形
態
の
)
'
な
い
し
は
同
族
団

員
で
あ
り
､

一
方
⑲
～
⑳
の
地
付
百
姓
は
三
浦
家
以
外
に
本
家
な
い
し
は

｢家
｣
の

主
人
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
｡
以
下
'
若
干
個
別
に
説
明
を
加
え
た

1
0

し

三
浦
家
は
当
初
五
戸
村
の
町
場
で
酒
屋
を
経
営
し
て
い
た
が
､
①
-
⑥
の
地
付
百

姓
を
同
村
小
渡
に
入
相
さ
せ
開
拓
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
小
渡
に
居
住
し
て
い
た
と

)T･二

言
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
彼
ら
地
付
百
姓
は
'
そ
の
新
田
開
発
当
時
三
浦
家
の
分
居

形
態
の
家
内
成
員
と
し
て
位
置
づ
け
ち
れ
て
い
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
家
内
成
員
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
て
も
家
屋
敷
'
馬

一
疋
を

｢呉
遣
｣
ゎ
さ
れ
て
お
-
'
そ

義
一

れ
ら
家
屋
敷
'
馬
の
独
自
的
使
用
の
経
営
的
意
義
を
高
-
評
価
す
る
な
ら
､
そ
の
経

営
的
性
格
は
主
人
の
経
営
に
仝
-
包
摂
さ
れ
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
-
､
明
ら

か
に

一
経
営
単
位
と
し
て
〟

創
出
〟
さ
れ
た
と
言
え
る
｡
ま
た
'
そ
れ
だ
け
で
な
-

新
田
開
発
に
入
り
そ
の
年
を
生
活
し
て
い
-
諸
飯
料

一
力
年
分
や
'
お
そ
ら
-
農

(Pm)

具

･
生
活
道
具
と
思
わ
れ
る
諸
道
具
を

｢呉
遣
｣
ゎ
さ
れ
'
ま
た
多
-
の
金
銭
の
貸

与
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
'
｢家
｣
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
､

そ
の
諸
物
件
の
意
義
が
単
な
る

一
経
営
単
位
と
し
て
〝

創
出
〟

せ
し
め
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
消
極
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
-
､

一
経
営
単
位
と
し

て
〟

維
持
〟
せ
し
め
る
た
め
の
諸
物
件
と
い
う
積
極
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

(31一

た
と
言
え
よ
う
｡

⑦
～
⑨
の
地
付
百
姓
に
つ
い
て
は
'
三
浦
家
の
非
血
縁
分
家
で
あ
り
'
特
に
⑧
宝

に
つ
い
て
は
三
浦
家
の

｢召
仕
｣
で
あ
っ
た

(厳
密
に
は
⑦
は
'
新
田
開
発
と
同
時

に
分
家
し
た
の
で
は
な
-
､
当
初
は
家
内
成
員
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
)
｡
こ
れ
ら
の
地
付
百
姓
に
家
屋
敷
'
馬

一
疋
の
外
'
諸
飯
料

一
力
年
分
､

諸
道
具
を

｢呉
遣
｣
ゎ
L
t
さ
ら
に
そ
の
他
に
田
畑
を

｢呉
遣
｣
し
て
い
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
田
畑
は
知
行
所
以
外
の
田
畑
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
'

そ
の
田
畑
の
量
は
'
そ
の
知
行
所
の
所
持
高
数
斗
と
比
較
し
た
場
合
'
そ
の
量
の
多

き
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
は
'
こ
の
田
畑
か
ら
地
代
を
敬

収
し
て
い
た
か
ど
う
か
よ
-
分
か
ら
な
い
が
､
寅
の
田
千
苅
は
約

一
町
歩
'
畑
三
ッ

役
は
約

一
反
歩
で
あ
り
､
知
行
所
の
所
持
高
よ
り
は
る
か
に
多
-
の
面
積
で
あ
り
'
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お
そ
ら
く
そ
の
分
家
財
産
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
他
の
⑲
-
⑳
の
地
付
百
姓
は
'
す
べ
て
三
浦
家
以
外
に
本
家
を
持
つ
か
'
あ

る
い
は
末
だ
分
家
せ
ず

｢家
｣
の
主
人
を
持
っ
て
い
た
百
姓
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の

地
付
百
姓
に
は
家
屋
敷
と
馬

一
疋
し
か
基
本
的
に

｢呉
遣
｣
ゎ
し
て
お
ら
ず
'
三
捕

家
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
地
付
百
姓
は
単
に

一
経
営
単
位
と
し
て
〝

創
出
〟

さ
れ
る
対

象
と
し
て
し
か
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
い
得
る

(中
に
は
何
も

｢呉

遣
｣
ゎ
し
て
い
な
い
地
付
百
姓
も
い
る
)
｡
し
か
し
な
が
ら
'
①
の
地
付
百
姓
等
に

示
さ
れ
る
ご
と
-
'
当
時
の
百
姓
が

一
経
営
単
位
と
し
て
分
出
し
へ
存
続
し
て
行
-

た
め
に
は
家
屋
敷
'
馬

一
疋
の
ほ
か
に
諸
飯
料

一
力
年
分
'
諸
道
具
等
を
必
要
と
す

る
と
仮
定
す
る
な
ら
'
こ
れ
ら
の
地
付
百
姓
に
も
諸
飯
料
等
を
世
話
す
る
家
を
想
定

出
来
る
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
お
そ
ら
-
か
れ
ら
の
本
家
'
あ
る
い
は

｢家
｣
の
主
人

で
あ
っ
た
と
推
定
出
来
る
｡

以
上
の
こ
と
は
'
三
浦
家
と

い
う
所
給
人
が
地
付
百
姓
の
本
家
'
な
い
し
は

｢家
｣
の
主
人
と
し
て
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
ず
'
当
時
の
地
付

百
姓
が
同
族
団
や

｢家
｣
の
成
員
存
続
機
能
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
､
そ
の
経
営
単

位
を
維
持
し
て
行
-
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
｡

･;3]
が
'
高
ノ
林
は
､
高
請
地
が
石
高
が
つ
い
た
ま
ま
山
林
と
し
て
登
録
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
'
取
分
山
と
は
植
林
し
て
成
木
す
れ
ば
'
例
え
ば
二
公
人
民
と
い
う
よ
う
に
'

藩
と
植
林
者
が
そ
れ
ぞ
れ
成
木
の
割
合
分
を
き
め
'
そ
の
土
地
の
利
用
権
を
藩
か
ら

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
植
林
者
は
百
姓
で
も
給
人
で
も
可
能
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
で
は
'
そ
の
山
林
は
い
か
に
管
理

･
経
営
さ
れ
'
ま
た
知
行
所
と
関
連
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

円
子
家
で
は
'
次
の
史
料
の
よ
う
に
居
住
村
中
市
村
の
清
≡

久
保
山

(四
七
町
余
)
､
新
田
山

(七

一
町
余
)
へ
源
ノ
坪
山

二

八
町
余
)
を
管

;I.;

理

･
経
営
し
て
い
た
o

･-

該
地
ハ
旧
不
毛
ノ
高
窪
ニ
テ
ア
リ
シ
ヲ
佐
覚
祖
先
園
子
軍
次
郎
植
林
ノ
見
込

ヲ
以
テ
下
付
ノ
儀
ヲ
旧
盛
岡
藩
へ
請
願
シ
､
享
保
十
四
年
二
月
二
十
五
日
ヲ
以
テ

許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
シ
テ
'
昔
時
ノ
謹
文
今
尚
ホ
家
二
存
在
ス
ル
所
ナ
リ
'
然
シ

テ
該
林
ノ
傍
ナ
ル
清
三
久
保
及
ヒ
前
新
田
卜
言
ヘ
ル
村
落
ハ
'
拙
家
ノ
旧
知
行
ニ

テ
ア
リ
シ
故
該
村
民
二
命
シ
テ
之
ヲ
看
守
セ
シ
メ
シ

…
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(
≡
)
知
行
所
と
山
林

所
給
人
で
あ
る
吉
田
家
､
三
浦
家
'
円
子
家
'
小
平
家
は
と
も
に
山
林
を
所
持
し

て
お
り
'
そ
れ
は
小
平
家
の
場
合
は

｢高
ノ
目
林
｣
で
あ
り
'
そ
の
他
の
所
給
人
の

場
合
は

｢取
分
山
｣
で
あ
っ
た
｡
南
部
藩
に
お
け
る
林
制
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
い

円
子
家
で
は
山
林
を
'
そ
れ
に
隣
接
し
て
居
住
L
t
ま
た
隣
接
し
た
場
所
に
あ
る

田
畑

(知
行
所
)
を
耕
作
し
て
い
た
中
市
村
清
三
久
保
集
落
と
前
新
田
集
落
の
地
付

百
姓
に
管
理
せ
し
め
て
い
た
｡
絵
図
の
掲
載
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
が
'
絵
図
に

よ
れ
ば
地
付
百
姓
の
家
屋
敷
の
周
辺
に
田
畑
が
展
開
し
'
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
山
柿

I.7;

が
展
開
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は
円
子
家
だ
け
で
な
-
'
他
の

所
給
人
も
同
様
で
あ
り
'
家
屋
敷
に
耕
地
'
山
林
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
や

通
勤
の
便
宜
を
図
り
'
経
営
の
合
理
化
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

な
お
'
そ
の
山
林
の
経
営
的
意
義
で
あ
る
が
'
地
付
百
姓
に
と
っ
て
は
へ
例
え
ば
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円
子

家
手

作
田
の
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出
勤

者
表

(安
政

4
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名
前
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所

ち
り
米
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廿

r-
家

文
ili

bL
H
記

井
口
塵
取

』
(安

政
2
-

1
f円

よ
り
作

成
()

2
.

｢
田
打

J
の
欄

の
(

)
内

の
人
数

は
､

廿
f･
家

に
出
勤

し
た

こ
と
に

な
-,
て

も
同
家

の
田
打

作
業
を

し
た
の

で
は

な
く
､

ll
J
r･
家

が
他

家
か

ら
手
信

を
軌

ま
れ

そ
の
家

に
遣

わ
L
た

も
の

で
あ

る
｡

3
.
91

女
の

l
Fl
労

働
力

は
と

も
に

1
人

と
L
､

1
円

2
推

知
の
什
中

は
1
推
知
0
.5

人
､

あ
る
い

は
半

円
の
場

合
0
.5

人
と

L
T

=
1,

4
.

･Y
揃

の
/1
:に

l
*

I
を
付

し
た

打
杵

は
､

H
T

家
の
地
了十

自
推

で
あ

る
O



円
子
家
の
地
付
百
姓
の
場
合
'
｢右
御
山
之
内

(清
三
久
保
山
-
筆
者
注
)
'
私
共
江

兎
]

御
仕
分
年
々
焼
料
頂
戴
場
所
｣
と
あ
る
ご
と
-
'
｢焼
料
｣
-
薪
の
取
得
地
で
あ
り
'

ま
た

｢右
山

(前
新
田
の
横
葉
山
-
筆
者
注
)
よ
り
葛

･
と
こ
ろ
･
あ
ざ
み

･
ぶ
ど

[&

う

･
栗
も
少
々
御
座
候
而
'
百
姓
共
食
物
仕
候
｣
と
あ
る
ご
と
-
'
食
物
の
取
得
場

所
で
も
あ
っ
た
｡
ま
た
'
史
料
的
に
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
'
苅
数
や
建
築
材
の

取
得
場
所
と
し
て
の
意
義
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
｡
所
給
人
に
と
っ

て
の
山
林
の
経
営
的
意
義
も
同
様
で
あ
り
'
｢焼
木
取
'
久
之
丞

(以
下
'
二
〇
人

よ
]

省
略
)
'
三
沢
山
二
両
薪
数
〆
百
三
拾
駄
｣
と
あ
る
ご
と
-
百
姓
の
使
役
に
よ
る
薪
採

取
を
行
う
場
所
で
あ
り
'
ま
た

｢木
引

助

(以
下
'
四
人
省
略
)
'
〆
右
人
数
者

(璽

源
野
御
山
江
仙
取
二
参
｣
と
あ
る
ご
と
-
建
築
材
の
取
得
場
所
で
あ
り
'
ま
た
､
史

料
的
に
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
､
次
節
に
述
べ
る
手
作
田
に
入
れ
る
た
め
の
苅
数
の

採
取
も
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡

山
林
は
'
以
上
の
よ
う
に
所
給
人
に
と
っ
て
は
'
薪
'
建
築
材
等
の
取
得
地
と
し

て
の
意
義
を
有
し
て
お
り
'
そ
の
山
林
は
地
付
百
姓
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
｡

ま
た
'
そ
の
山
林
は
所
給
人
に
と
っ
て
の
み
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
-
'
地

付
百
姓
に
と
っ
て
も
薪
'
食
物
等
の
採
取
場
所
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は
'
山
林
が
所

給
人
に
隷
属
的
立
場
に
あ
る
地
付
百
姓
に
よ
ら
な
け
れ
ば
管
理
出
来
な
か
っ
た
と
い

う
事
と
共
に
'
地
付
百
姓
に
と
っ
て
は
そ
の
経
営
単
位
維
持
の
意
義
を
も
有
し
て
お

り
へ
山
林
を
媒
介
と
し
て
所
給
人
と
地
付
百
姓
は
深
い
支
配
-

依
存
関
係
を
結
ん
で

い
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
'
大
作
百
姓
と
山
林
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
へ
入
作
百
姓
に
関
す
る
史
料
が
旧
所
給
人
家
に
ほ
と
ん
ど
所

蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
実
証
不
十
分
で
あ
る
が

(こ
の
こ
と
は
'
逆
に
所
給
人
が
入
作
百

姓
の
経
営
的
諸
条
件
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
関
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
塞

付
け
て
い
る
)
'
円
子
家
の
知
行
所
の
存
在
し
た
鶴
喰
相
で
は
'
宇
目
向
山
の
山
林

約
六
〇
町
に
つ
い
て

｢
旧
盛
岡
領
之
節
往
来
夫
伝
馬
諸
役
｣
を
勤
め
る
た
め
の
補
助

l?,こ

の
た
め
荒
畑
へ

｢村
中
申
合
｣
せ
て
植
林
し
た
と
し
て
い
る
｡

｢村
中
｣
の
具
体
的

構
成
に
つ
い
て
は
よ
-
知
り
得
な
い
が
'
鶴
喰
村
の
知
行
所
の
知
行
百
姓
は
す
べ
て

大
作
百
姓
で
あ
っ
た
の
で
'
つ
ま
り
大
作
百
姓
は
鶴
喰
村
の

｢村
中
｣
と
し
て
山
柿

を
占
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
へ
同
じ
円
子
家
の
石
沢
村
の
知
行
百
姓
の
内
､
隣
村
滝
沢
村
松
屋
敷
集
落
に

一40)

居
住
し
て
い
た
入
作
百
姓
治
五
右
衛
門
は

｢狐
平
御
山
之
内
種
原
境
｣

と
い
う
場
所

に
取
分
山
と
し
て
杉
二
〇
〇
本
を
植
林
し
て
い
た
｡
ま
た
'
中
市
村
大
久
保
集
落
に

居
住
し
て
い
た
丑
蔵
は
'
本
家
儀
右
衛
門
家
の
持
山
を
分
家
と
し
て
用
益
し
て
い
た

聞
E

と
推
定
さ
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
大
作
百
姓
に
つ
い
て
は
'
山
林
を

｢村
中
｣
'
｢取
分
山
｣
'
本

家
持
山
の
用
益
等
と
し
て
所
給
人
と
は
独
自
の
領
域
に
お
い
て
占
有
､
用
益
し
て
い

た
｡

33

(
四
)
所
給
人
手
作
地
と
地
付
百
姓

次
に
所
給
人
の
手
作
田
経
営
に
お
け
る
百
姓
'
就
中
'
地
付
百
姓
の
経
営
的
意
義

(ijJl

に
つ
い
て
円
子
家
を
事
例
と
し
て
述
べ
た
い
｡

円
子
家
は
'
手
作
田
を
居
住
村
で
あ
る
中
市
村
の
字
前
田
に

二

一六
〇
苅

(約

一

町
二
反
六
畝
)
経
営
し
て
い
た

(内
'
百
苅
は
奉
公
人
の

｢竹

へ
呉
る
｣
'
ホ
マ
チ

か
)
｡
こ
の
手
作
田
は
'
実
は
知
行
所
で
は
な
-
'
判
明
す
る
分
だ
け
で
同
村
の
百



詣

一

姓
が
光
台
寺
領
に
お
い
て
所
持
し
て
い
た
田
形
を
買
い
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

な

ぜ
'
自
己
の
知
行
所
を
手
作
せ
ず
'
買
得
地
を
手
作
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

直
接
示
す
史
料
は
な
い
が
'
知
行
所
の
水
田
が
沢
地
や
川
原
に
あ
る
と
い
う
低
生
産

性
に
よ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
O

ち
な
み
に
前
田
の
収
穫
量
は
'
苅
高
百
苅

聞
E

(約

1
反
)
か
ら
約
三
石
の
収
穫
と
い
う
高
生
産
性
を
示
し
て
い
た
O

ま
た
'
な
ぜ
手
作
田
を
設
定
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
'
直
接
的
に
は
単
な
る
低

生
産
性
に
因
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
-
'
円
子
家
で
は
知
行
所
か
ら
田
形
百
苅

一45)

に
つ
き

｢金
日
銭
｣
四
貫
文
を
徴
収
す
る
と
い
う
銭
納
制
を
と
っ
て
お
り
'
円
子
家

の
手
元
に
は
原
則
と
し
て
現
物
米
は
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
よ
る
と
思
わ

れ
る
｡
円
子
家
で
は
'
手
作
田
か
ら
の
米
を
町
場
で
あ
る
五
戸
村

へ
は
ほ
と
ん
ど
売

却
し
て
お
ら
%
,
自
家
の
飯
米
や
酒
造
米
等
に
使
用
し
て
い
た
0

円
子
家
で
は
'
以
上
の
よ
う
に
知
行
所
の
年
貢
制
が
金
目
銭
制
の
も
と
で
'
自
家

の
飯
米
等
を
取
得
す
る
た
め
に
手
作
田
を
設
定
し
て
い
た
が
'
つ
ぎ
に
手
作
田
経
営

の
労
働
編
成
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
｡
な
お
'
表
三
は
手
作
田
経
営
に
お
け
る
主
質

/

労
働
者
で
あ
る
｡

ま
た
'
史
料

『日
記
井
日
雇
帳
』
は
'
安
政
四
年
分
に
つ
い
て

一

月
か
ら
五
月
初
旬
ま
で
の
耕
作
過
程
し
か
記
し
て
お
ら
ず
'
水
田
耕
作
に
お
い
て
塞

要
な
過
程
で
あ
る
田
植
え
'
草
取
り
'
稲
刈
り
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
'
大
体
の
労

働
編
成
の
状
態
を
知
り
得
る
｡

ま
ず
'
竹
は
円
子
家
の
家
内
奉
公
人
で
あ
り
'
最
高
の
労
働
日
数
を
数
え
る
が
'

こ
の
ほ
か
に
省
略
し
た
家
内
労
働
'
町
使
い
'
貸
金
催
促
使
い
等
の
不
記
載
分
を
加

算
す
れ
ば
か
な
り
の
日
数
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
次
に
'
勘
蔵
と
順
作
は
'
当
時
の

円
子
家
当
主
左
右
兄
の
弟
で
あ
る

(同
居
か
分
家
か
に
つ
い
て
は
'
順
作
は
当
時
円

子
家
に
同
居
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
)
｡
な
お
'
こ
れ
ら
の
傍
系
成
員
は
そ
の
日
数

か
ら
表
中
の
他
者
と
比
較
し
て
主
要
な
耕
作
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
o
以
上
の
よ
う

に
'
円
子
家
で
は
家
内
の
傍
系
成
員
と
奉
公
人
を
手
作
田
の
耕
作
者
と
し
て
い
た
が
'

表
の
ご
と
-
手
作
田
の
主
要
な
耕
作
者
は
こ
れ
ら
家
内
の
外
に
地
付
百
姓
で
あ
り
'

総
人
数
の
延
日
数
を
合
計
す
る
と
過
半
数
を
占
め
て
お
り
'
地
付
百
姓
は
円
子
家
の

手
作
田
の
主
要
な
耕
作
者
で
あ
っ
た
｡

ま
た
'
当
時
の
宗
門
帳
は
存
在
し
な
い
が
'

慶
応
二
年

『切
支
丹
宗
門
書
上
帳
』
で
は
地
付
百
姓
数
が
約
十
五
戸

二

部
欠
損
有

-
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
ほ
と
ん
ど
の
地
付
百
姓
が
円
子
家
の
手
作
田
経
営
に
勤
仕

し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

な
お
'
所
給
人
は
'
以
上
の
ご
と
-
奉
公
人
'
傍
系
成
員
'
地
付
百
姓
等
の
賦
役

に
よ
り
自
家
の
手
作
田
を
経
営
し
て
い
た
が
'
｢内
竹

･
留
太
'
右
二
人
者
助
江
田
打

訪
一

二
参
候
'
大
工
助
太
郎
者
弥
助
処
江
参
侯
｣
と
い
う
事
も
あ
っ
た
｡
竹
は
奉
公
人
で
あ

り
'
留
太
は
円
子
家
出
入
り
の
百
姓
で
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な
円
子
家
と
深
い
か
か

わ
り
に
あ
る
も
の
を
'
円
子
家
の
労
働
力
派
遣
と
し
て
田
打
に
遣
わ
し
て
い
る
｡
な

お
'
助
や
弥
助
は
表
二
の
通
り
円
子
家
に
賦
役
を
提
供
し
て
い
る
大
工
や
地
付
百
姓

で
あ
り
'
こ
の
こ
と
か
ら
円
子
家
は
地
付
百
姓
等
の
円
子
家
と
深
い
か
か
わ
り
に
あ

る
百
姓
か
ら
賦
役
を
徴
収
す
る

1
万
'
そ
れ
ら
の
百
姓
に
奉
公
人
や
賦
役
提
供
者
で

(48)

あ
る
百
姓
の
労
働
力
を
遣
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
円
子
家
と
地
付
百
姓
は
'
身
分

的
な
性
格
を
持
つ
と
は
言
え
'

一
つ
の
労
働
組
織
を
形
成
し
て
い
た
と
言
い
得
る
｡

ま
た
'
｢米
引
為
致
右
数
左
二

冨
之
助

(以
下
'
六
人
省
略
-
筆
者
注
)
'
出
六

(3.I

百
文

酒
代
'
米
引
之
者
為
呑
｣
と
あ
る
ご
と
-
'
円
子
家
で
は
米
引
に
来
た
百
姓

に
対
し
て
酒
を
呑
ま
せ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
'
事
の
性
質
上
史
料
的
に
記

載
さ
れ
に
-
-
他
に
ほ
と
ん
ど
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
'
賦
役
提
供
者
で
あ
る
百
姓

に
と
っ
て
賦
役
が
食
費
削
減
の
意
義
を
持
つ
と
と
も
に
'
ま
た
'
数
少
な
い
娯
楽
の

3 4



(SO
〉

契
機
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う

｡

賦
役
は
'
以
上
の
よ
う
に
賦
役
を
提
供
す
る
百
姓
に
と

っ
て
単
な
る

1
万
的
な
強

制
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
'
逆
に
所
給
人
か
ら
労
働
力
を
派
遣
さ
れ
る
ほ
か
へ
酒
の

下
付
等
を
受
け
て
お
り
'
所
給
人
と
百
姓
'
就
中
特
に
地
付
百
姓
は
賦
役
を
媒
介
と

し
て
身
分
的
性
格
を
持

つ
に
し
ろ
相
互
に
経
済
的
依
存
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
0

註

[二二コ 地付百姓

⊂二二]家内成員

[三二〕 本家-分家
11

ここコ 入作百姓

-一 生家一子

=与 召仕圭一召仕

--- 親分-(子分)

外

三

｢家
｣

･
同
族
団
の
形
態

前
章
に
お
い
て
は
'
地
付
百
姓
と
大
作
百
姓
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
所
を
め
ぐ
る
経
営

的
意
義
を
'
田
畑

･
家
屋
敷
'
山
林
'
手
作
地
の
諸
契
機
か
ら
述
べ
'
地
付
百
姓
と

大
作
百
姓
が
そ
れ
ら
の
諸
契
機
に
お
い
て
全
く
相
違
し
た
経
営
的
意
義
を
有
し
て
お

り
へ
地
付
百
姓
が
諸
契
機
に
お
い
て
所
給
人
に
深
-
隷
属
的
に
関
係
し
て
い
る
の
に

対
し
'
大
作
百
姓
は
所
給
人
と
は
相
対
的
に
自
由
な
経
済
基
盤
'
関
係
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡

本
章
に
お
い
て
は
'
そ
の
よ
う
な
知
行
百
姓
を
め
ぐ
る
経
営
的
意
義
の
差
異
の
坐

じ
た
理
由
の
前
提
と
し
て
'
所
給
人
と
知
行
百
姓
を
め
ぐ
る

｢家
｣
と
同
族
団
の
形

態
を
明
ら
か
に
L
t
そ
れ
を
踏
ま
え
て
次
章
に
お
い
て
は
へ
そ
の
よ
う
な
経
営
的
社

会
的
意
義
の
差
異
の
生
じ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
な
お
へ
事
例
と
し
て
は
≡

浦
家
を
中
心
と
L
t
地
付
百
姓
と
大
作
百
姓
を
区
別
し
て
述
べ
た
い
が
'
三
浦
家
の

芽
E

事
例
を
詳
細
に
図
示
し
た
の
が
図

一
で
あ
る
｡

〔図1〕 三浦家知行百姓をめぐる親族的形態 (安政 6年頃)

作
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(
こ

地
付
百
姓
の
場
合

三
浦
家
の
地
付
百
姓
の
諸
形
態
に
つ
い
て
'
前
章
に
お
い
て
は
三
浦
家
の
分
居
家

内
成
員
'
奉
公
人
分
家
'
そ
し
て
三
浦
家
以
外
に

｢家
｣
の
主
人
や
本
家
を
も
つ
百

姓
の
三
形
態
が
あ
る
こ
と
を
若
干
触
れ
て
お
い
た
O

そ
の
こ
と
を
詳
細
に
図
示
し
た

の
が
図

1
で
あ
る
が
'
あ
ら
か
じ
め
各
地
付
百
姓
を

｢家
｣'
同
族
団
と
い
う
観
点

か
ら
類
型
化
す
れ
ば
'
大
き
-
①
所
給
人
家
内
成
員
型
､
②
所
給
人
分
家
型
'
③
所

給
人
外
家
内
成
員
型
'
④
所
給
人
外
分
家
型
'
⑤
本
家
型
の
五
形
態
に
類
型
化
で
き

る
｡
以
下
'
こ
の
諸
類
型
ご
と
に
述
べ
た
い
｡

百
姓
①
等
が
明
治
四

(
二
八
七

一
)
年
に
三
浦
家
へ
差
し
出
し
た
約
定
証
文
で
は
'

(;[･]l

｢私
共
江
御
預
地
之
分
'
此
度
御
分
地
御
別
家
二
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候
｣
と
あ

る
よ
う
に
'
明
治
四
年
に
分
家
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
'
そ
れ
以
前
は
三
浦
家
の
寡

内
成
員
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
が
仝
-

三
浦
家
の
家
計
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
-
'
家
屋
敷
'
馬
等
を

｢呉
遣
｣
さ

れ
家
計
を
分
離
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
'
既
に

｢呉

遣
｣
さ
れ
て
い
た
知
行
所
で
あ
る
家
屋
敷
や
田
畑
を
'
｢家
｣
成
員
と
し
て
利
用
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
｡

〔①
所
給
人
家
内
成
員
型
〕

こ
の
形
態
は
所
給
人
の
家
内
成
員
に
属
す
る
こ
と
を

意
味
し
'
こ
の
形
態
は
①
～
⑥
'
鉄
之
助
の
五
戸
村
中
渡
集
落
の
地
付
百
姓
で
あ
る
｡

(i-:I

か
れ
ら
は

｢親
分
｣
と
い
う
者
を
介
し
て
中
濃
に
や
っ
て
来
て
い
る
｡
こ
の
親
分
の

性
格
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
具
体
的
に
分
か
ら
な
い
が
'
史
料
で
は
③
三
治

の
例
で
は

｢兎
内
藤
太

(親
分
-
筆
者
注
)
連
参
請
取
申
候
｣
と
表
記
さ
れ
'
ま
た
'

親
分
が
別
家
主
の
場
合
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
'
お
そ
ら
-
生
家
と
三
浦
家
と
の
間
に

立
ち
'
生
家
か
ら
家
内
の
者
を
三
浦
家
に
引
き
渡
す
役
割
を
に
な
っ
た
村
内
の
有
刀

家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
'
中
濃
に
き
た
者
が
'
中
濃
に
来
る
以
前
に
家
内

に
お
い
て
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
史
料
的
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
'

③
三
治
家
に
関
し
て
は
'
生
家
で
あ
る
隣
村
兎
内
村
助
左
衛
門
家
の
三
男
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
確
認
出
来
る
｡

小
波
集
落
と
そ
の
周
辺
耕
地
'
山
林
は
'
す
で
に
述
べ
た
ご
と
-
町
場
に
居
住
し

て
い
た
三
浦
家
が

一
時
中
濃
に
居
住
し
開
発
し
た
知
行
所
で
あ
る
が
'
中
濃
の
地
付

〔②
所
給
人
分
家
型
〕

こ
の
形
態
は
'
非
血
縁
分
家
で
あ
り
'
諸
家
の
事
例
も
合

わ
せ
れ
ば
所
給
人
の
居
住
し
て
い
る
村
の
知
行
所
に
存
在
し
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
'

分
家
を
他
村
に
分
出
さ
せ
る
こ
と
が
分
家
の
低
い
経
済
状
況
で
は
不
可
能
で
あ
り
'

村
内
の
本
家

へ
の
賦
役
等
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
分
家
が
存
続
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
(五
E))
｡

⑦
⑧
⑨
の
地
付
百
姓
が
そ
れ
で
あ
る
が
'
⑧
宝
は
か
つ
て
三
浦
家
の

｢召
仕
｣
=

･T:.I)

奉
公
人
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
こ
の
地
付
百
姓
は
既
に
述
べ
た
ご
と
-
新
田
開
発
を

契
機
と
し
て
五
戸
村
の
町
場

へ
家
屋
敷
等
を

｢呉
遣
｣
ゎ
さ
れ

｢別
家
百
姓
二

人
｣
っ
た
の
で
あ
る
｡

な
お
'
三
浦
家
以
外
の
事
例
で
は
'
す
で
に
述
べ
た
吉
田
家
の
非
血
縁
分
家
で
あ

る
上
吉
田
村
長
谷
集
落
の
丑
が
そ
れ
で
あ
り
'
円
子
家
の
事
例
で
は
中
市
村
前
新
田

(56一

集
落
の
六
兵
衛
'
清
三
久
保
集
落
の
久
之
丞
が
そ
れ
に
あ
た
る
｡
ま
た
'
小
平
家
で

(57)

は
'
小
平
村
の
地
付
百
姓
を

｢仝
家
ノ
子
同
様
之
百
姓
｣
と
意
識
し
'
ま
た
百
姓
ち

ll.?I

小
平
家
を

｢御
本
家
様
｣
と
意
識
し
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
当
時
の
所
袷
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人
の
居
住
村
に
存
在
す
る
知
行
所
の
地
付
百
姓
に
'

一
般
的
に
非
血
縁
分
家
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
地
付
百
姓
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

〔③
所
給
人
外
家
内
成
員
型
〕

こ
の
形
態
は
'
所
給
人
以
外
の

｢家
｣
の
主
人
を

持
つ
こ
と
を
意
味
し
'
三
浦
家
の
事
例
か
ら
村
外
の
知
行
所
に
存
在
し
て
い
た
｡

ま

た
'
こ
の
こ
と
は
厳
密
に
は
新
田
開
発
と
同
時
に
'
地
付
百
姓
が
総
て

｢家
｣
と
し

て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
先
の
中
濃
の
事
例
も
含
め
宗
門
帳

の
登
録
は

｢家
｣
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
形
態
の
地
付
百
姓
は
'
上
市
川
村
⑫
定
吉
'
百
石
村
⑲
五
兵
衛
で
あ
る
｡
こ

れ
ら
の
地
付
百
姓
は
'
新
田
開
発
当
初
は
定
吉
の
場
合
同
村
の
地
付
百
姓
⑬
富
蔵
の

U盛

通
勤
の

｢
下
人
｣
で
あ
り
､
五
兵
衛
の
場
合
は
生
家
が
助
右
衛
門
家
で
あ
り
'
ま
た

同
村
の
地
付
百
姓
⑪
与
野
の

｢召
仕
こ
居
｣
り
'
五
兵
衛
は
数
年
後
の
安
政
六
年
に

よ
う
や
-
分
家
し
て
い
る
｡

な
お
'
こ
の
事
例
は
'
地
付
百
姓
が
互
い
に
家
内
成
員

的
な
関
係
に
あ
り
'
そ
れ
が
ま
る
ご
と
総
体
と
し
て
三
浦
家
の
地
付
百
姓
と
し
て
包

摂
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
｡

百
姓
と
い
う
よ
う
に
'
本
家
-

分
家
が

l
体
と
し
て
知
行
所
の
百
姓
化
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
先
に
示
し
た
所
給
人
外
家
内
成
員
型
が
給
体
と
し
て
也

付
百
姓
化
し
て
い
る
の
と
は
若
干
様
相
を
異
に
し
､
同
族
団
形
態
の
非
完
結
化
'
同

族
団
成
員
の
拡
散
化
を
意
味
し
'
他
家
で
あ
る
所
船
人
の
経
営
に
分
家
が
地
付
百
姓

と
し
て
よ
-
探
-
所
絶
入
に
結
合
し
た
状
態
で
本
家
-
分
家
が
総
体
と
し
て
結
合
し

て
い
た
と
い
う
同
族
団
の
特
質
を
示
し
て
い
る
｡

〔⑤
本
家
型
〕

こ
の
形
態
は
'
三
浦
家
の
事
例
⑬
'
㊧
か
ら
し
か
検
出
し
得
て
い

な
い
が
'
分
家
が
孫
分
家
を
出
せ
ば
こ
の
形
態
の
地
付
百
姓
も
増
え
る
も
の
と
推
定

さ
れ
る
｡

(
二
)
入
作
百
姓
の
場
合

〔④
所
給
人
外
分
家
型
〕

こ
の
形
態
は
､
所
給
人
以
外
の
本
家
を
も
つ
こ
と
を
意

味
す
る
｡
こ
の
形
態
に
属
す
る
地
付
百
姓
は
⑪
､
⑬
'
⑭
'
⑮
'
⑲
'
⑰
'
⑲
で
あ

り
'
す
べ
て
村
外
の
知
行
所
に
存
在
し
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
先
の
所
給
人
分
家

型
と
は
逆
に
'
地
付
百
姓
が
所
給
人
の
居
住
村
外
で
存
続
し
得
る
に
は
'
そ
の
村
に

お
い
て
所
給
人
以
外
の
本
家
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡

な
お
'
こ

の
場
合
'
本
家
と
は
､
必
ず
し
も
生
家
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
⑲
等
の
よ
う
に
分
家
が
地
付
百
姓
で
'
本
家
が
入
作

大
作
百
姓
を
め
ぐ
る

｢家
｣
や
同
族
団
の
形
態
を
実
証
す
る
こ
と
は
'
史
料
的
に

所
給
人
家
の
史
料
だ
け
で
述
べ
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
に
属
す
る
の
で
'
こ
こ
で
は

旧
所
給
人
家
の
史
料
の
外
'
筆
者
が
入
手
し
得
た
周
辺
諸
家
の
史
料
も
使
い
な
が
ら

述
べ
た
い
｡
な
お
'
あ
ら
か
じ
め
入
作
百
姓
を
類
型
化
す
れ
ば
'
①
所
給
人
分
家
型
'

②
所
給
人
外
分
家
型
'
③
本
家

･
有
力
家
型
'
④
同
族
団
包
摂
型
の
四
形
態
に
類
型

化
で
き
る
｡

〔①
所
給
人
分
家
型
〕

こ
の
形
態
は
所
給
人
の
非
血
縁
分
家
で
あ
り
'
こ
の
人
作

百
姓
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど
出
会
わ
な
か
っ
た
が
'
吉
田
家
の
入
作
百
姓
に
若
干
み
ら

れ
る
｡
そ
の
人
作
百
姓
は
'
吉
田
家
の
居
住
地
と
同
じ
上
吉
田
村
上
吉
田
集
落
に
居



住
し
て
い
る
百
太
郎
と
伊
之
助
で
あ
-

(表
二
参
照
)'
百
太
郎
は
盛
岡
給
人
佐
藤

領
の
肝
人
を
勤
め
て
い
た
｡
な
お
'
こ
の
人
作
百
姓
が
い
か
な
る
契
機
で
吉
田
家
の

分
家
に
な
っ
た
か
史
料
的
に
も
聞
き
取
り
で
も
不
明
で
あ
る
が
'
と
も
に
初
代
の
分

前
一

家
で
あ
っ
た

｡

新
田
開
発
を
契
機
と
し
た
耕
作
地
の
保
持
欲
求
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

〔②
所
給
人
外
分
家
型
〕

こ
の
形
態
は
'
所
給
人
以
外
に
本
家
を
も
つ
入
作
百
姓

で
あ
り
'
所
給
人
の
居
住
村
内
外
の
知
行
所
に
存
在
し
た
｡
こ
の
形
態
の
入
作
百
姓

は
事
例
的
に
豊
富
で
あ
る
｡

円
子
家
の
事
例
で
は
'
安
政
期
に
お
け
る
石
沢
村
大
渡
沢
の
知
行
所
は
す
べ
て
局

辺
集
落
の
入
作
百
姓
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
が
'
そ
の
人
作
百
姓
の
内
'
中
市

ナ
‥ヤ

村
大
久
保
集
落
の
丑
蔵
は
'
中
世
以
来
の
系
譜
を
持
つ
と
い
う
同
集
落
の

｢大
家
｣

!･=
l

と
呼
ば
れ
た
本
家
俵
右
衛
門
家

(中
西
領
地
付
百
姓
)
の
分
家
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'

鶴
喰
村
の
知
行
所
も
す
,･(
て
入
作
百
姓
に
よ
り
耕
作
さ
れ
て
い
た
A
,
そ
の
内
吉
田

(3'

勇
人
は
隣
村
上
吉
田
村
の
所
給
人
吉
田
家
の
初
代
分
家
で
あ
り
'
沢
頭
政
平
も
隣
村

(7J

小
平
村
の
所
給
人
中
平
家
の
分
家
で
あ
り
老
名
を
勤
め
る
地
付
百
姓
で
あ
っ
た
｡

こい'

吉
田
家
の
場
合
'
遠
村
の
伝
法
寺
村
の
知
行
所
は
す
べ
て
入
作
百
姓
で
あ
り
'
そ

の
人
作
百
姓
二
二
人
は
同
村
の
羽
立
集
落
六
人
'
伝
法
寺
集
落
五
人
'
泉
田
集
落
≡

人
の
外
'
隣
村
小
平
村
小
平
家
の
地
付
百
姓
で
あ
り
'
ま
た

｢家
ノ
子
｣
で
も
あ
っ

た
八
人
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'
吉
田
家
の
居
住
村
で
あ
る
上
吉
田
村
の
新
田
知
行
所
の

場
合
で
は
､
酉
蔵
は
隣
村
下
書
田
村
の
蔵
人
地
百
姓
で
あ
り
､
同
村
の
蔵
人
地
百
姓

∴fl

で
あ
る
本
家
助
七
の
分
家
で
あ
っ
た
｡

な
お
'
当
時
の
助
七
を
本
家
と
し
た
同
族
団

は
'
助
七
と
酉
蔵
の
二
戸
と
い
う
小
同
族
団
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
酉
蔵
の
吉
田
家
知

行
所

へ
の
入
作
百
姓
化
の
理
由
は
'
同
族
団
機
能
の
弱
体
性
と
分
家
で
あ
る
酉
蔵
の

〔③
本
家

･
有
力
家
型
〕

こ
の
形
態
は
'
村
内
の
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
'

村
内
の
蔵
人
地
や
知
行
所
の
役
人
を
勤
め
る
有
力
家
で
お
そ
ら
-
本
家
格
に
あ
る
と

お
も
わ
れ
る
百
姓
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
形
態
の
入
作
百
姓
は
'
図
の
ご
と
-
三
浦
家
の
入
作
百
姓
作
助
等
に
明
ら
か

で
あ
り
'
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
本
家
が
大
作
百
姓
で
分
家
が
地
付
百
姓
と
い
う
形

態
を
示
し
て
い
た
｡

吉
田
家
の
事
例
で
は
'
上
吉
田
村
の
知
行
所
の
入
作
百
姓
与
四
郎
は
同
村
の
蔵
人

∴h)

地
の
老
名
を
勤
め
'
表
二
の
よ
う
に
明
治
二

二

八
六
九
)
年
に
お
い
て
上
吉
田
村

に
六
石
余
を
所
持
し
て
い
た
｡
円
子
家
の
事
例
で
は
'
鶴
喰
村
の
知
行
所
の
大
作
百

姓
勘
七
は
同
村
普
門
院
領
の
老
名
を
勤
め
明
治
四
年
に
お
い
て
鶴
喰
村
に
九
反
弱
を

::J:Ll

所
持
し
て
い
た
｡

小
平
家
の
事
例
で
は
'
入
作
百
姓
喜
右
衛
門
'
小
平
は
そ
れ
ぞ
れ

へ69一

隣
村
鶴
喰
村
普
門
院
領
の
肝
入
'
老
名
を
勤
め
て
い
た
｡

38

〔④
同
族
団
包
摂
型
〕

こ
の
形
態
は
､
入
作
百
姓
個
々
か
ら
見
た
場
合
'
②
③
の

形
態
に
属
す
る
が
'
こ
こ
で
は
同
族
団
が
総
体
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し

て
あ
え
て

一
形
態
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
｡
な
お
'
こ
の
形
態
は
'

一
村
､

一
集
請

の
詳
細
な
同
族
団
分
析
を
必
要
と
す
る
の
で
'
こ
こ
で
は
詳
細
に
実
証
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
｡

円
子
家
の
石
沢
村
大
渡
沢
の
知
行
所
は
'
天
保
期
で
は
三
石
余
の

｢地
名
代
｣
名

元
一

義
の
土
地
を
除
き
隣
村
滝
沢
村
松
屋
敷
集
落
の
七
戸
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
｡

そ
の
人
作
百
姓
の
内
'
治
五
右
衛
門
は
滝
沢
領
の
地
付
百
姓
で
免
地
を
受
け
る
有
力



LH
1

百
姓
で
あ
り
､
ま
た
､
治
五
右
衛
門
は
集
落
全
戸
が
同
族
関
係
に
あ

っ
た
松
屋
敷
隻

JT.).I

落
の
本
家
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
治
五
右
衛
門
家
を
本
家
と
し
た
桧

屋
敷
集
落
の
同
族
団
が
ま
る
ご
と
総
体
と
し
て
入
作
百
姓
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

や
同
族
団
の
非
完
結
化

･
成
員
拡
散
化
に
よ
る
有
力
家

(所
給
人
)

へ
の
結
合
化
､

そ
し
て
､
小
経
営
形
態
確
立
の
進
展
化
と
規
定
し
て
お
き
た
い
｡

四

知
行
所
と
村
落
構
造

以
上
､
諸
家
の
事
例
を
総
括
し
て
'
近
世
後
期
に
お
け
る

｢家
｣

･
同
族
団
の
形

態
分
析
を
し
た
｡
そ
の
形
態
的
特
質
は
'
ま
ず
第

一
に
小
同
族
団
機
能
の
弱
体
性
に

よ
る
非
完
結
化
､
成
員
拡
散
化
に
よ
る
所
給
人
知
行
所
の
百
姓
化
､
あ
る
い
は
所
袷

入

｢家
｣

へ
の
家
内
成
員
の
包
摂
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
第
二
の
特

質
と
し
て
､
同
族
団
成
員
や

｢家
｣
成
員
が
所
給
人
の
知
行
所

へ
包
摂
さ
れ
る
と

い
っ
て
も
､
必
ず
し
も
そ
の
性
格
が
所
給
人
の

｢
家
｣
や
同
族
団
の
量
的
拡
大
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
知
行
百
姓
は
地
付
百
姓
'

入
作
百
姓
両
者
と
も
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
小
径
営
形
態
の
確
立
化
を
進
展
さ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
､
ま
た
､
小
経
営
形
態
の
確
立
化
が
､
小
同
族
団
の
非
完
結
化

･

拡
散
化
の

一
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
三
浦
家
の
知
行
所
小
渡
の
地
付
百
姓
が
､
｢家
｣
成
員
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
な
が
ら
も
､
家
屋
敷
､
馬
､
諸
飯
料
､
諸
道
具
を

｢呉
遣
｣
ゎ
さ
れ
小
経
営

形
態
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
や
､
表
二
の
よ
う
に
格
差
は
あ
る
と
言
う
も
の
の
､
百

姓
に
と
っ
て
の
知
行
所
が
明
ら
か
に
耕
作
地
の
増
加
に
結
果
L
t
そ
れ
が
結
果
的
に

小
同
族
団
の
非
完
結
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
､
大
作
百
姓
が
所
袷

人
の
知
行
百
姓
化
し
て
も
村
内
の
地
付
百
姓
の
ご
と
-
所
給
人
に
賦
役
を
提
供
し
た

り
､
山
林
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
'
近
世
後
期
の

｢家
｣

･
同
族
団
の
形
態
的
特
質
を
'
弱
小
な

｢家
｣

所
給
人
は
､
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
'
知
行
所
経
営
の
安
定
化
の
た
め
に
地
付
百

姓
の
創
出
を
意
図
し
て
い
た
が
､
知
行
所
を
耕
作
し
て
い
る
知
行
百
姓
に
は
地
付
百

姓
の
ほ
か
に
'
多
-
の
入
作
百
姓
が
入
り
込
ん
で
い
た
｡

そ
の
よ
う
な
多
く
の
入
作

百
姓
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
飢
鯉
時
を
除
き
所
給
人
が
不
仕
付
地
を

残
し
っ
つ
も
知
行
所
を
存
続
さ
せ
､
し
か
も
知
行
所
を
数
力
村
に
散
在
さ
せ
維
持
し

得
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と
は
､
近
世
後
期
の
村
落
構
造
､

す
な
わ
ち
､
｢家
｣
､
同
族
団
の
特
質
に
あ
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
い
｡
以
下
に
お
い

て
は
､
前
章
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
､
所
絶
入
知
行
所
と
近
世
後
期
南
部
藩
の
村

落
構
造
と
を
関
連
付
け
述
べ
､
さ
ら
に
近
世
後
期
の
村
落
構
造
論
に
つ
い
て
も
検
討

し
て
み
た
い
｡

所
給
人
は
'
三
浦
家
の
事
例
か
ら
家
内
成
員
や
分
家
で
あ
る
地
付
百
姓
に
対
し
て

諸
物
件
を

｢呉
遣
｣
ゎ
L
t
そ
の
他
山
林
を
付
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
生
活

･
生

産
手
段
の
獲
得
に
便
宜
を
与
え
る
と
と
も
に
､
賦
役
に
た
い
し
て
食
料
等
を
給
付
し

そ
の
経
営
単
位
の
創
出

･
維
持
を
図
っ
て
い
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
地
付
百
姓
が
す

べ
て
同
質
の
経
営
的
意
義
'
性
格
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
-
､
三
浦
家
以
外
に

本
家
を
持
つ
地
付
百
姓
に
た
い
し
て
は
､
そ
の
経
営
単
位
が
創
出
さ
れ
る
分
は

｢
呉

遣
｣
ゎ
し
て
も
､
そ
の
経
営
単
位
が
維
持
し
え
る
分
を

｢呉
遣
｣
ゎ
す
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
り
'
そ
の
背
景
に
所
給
人
以
外
の
本
家
の
世
話
が
存
在
し
た
か
ら
で
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あ
る
と
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
三
浦
家
が
そ
の
よ
う
な
本
家
の
分
家
存
続
機
能
を
節

田
開
発
当
初
か
ら
想
定
し
て
地
付
百
姓
の
創
出
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
'
す
な
わ
ち
そ
れ
は
'
三
浦
家
や
当
時
の
百
姓
が
小
同
族
団
の
非
完
結
化
､

成
員
の
拡
散
化
を
前
提

･
自
覚
し
て
知
行
所
の
経
営
維
持
'
耕
作
を
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
(～

ま
た
'
所
給
人
の
側
か
ら
み
れ
ば
地
付
百
姓
の
経
営
的
意
義
は
'
単
に
年
貢
徴
堰

単
位
と
い
う
だ
け
で
な
-
'
所
給
人
の
家
計
維
持
'
例
え
ば
山
林
経
営
'
手
作
経
営
'

家
内
労
働
の
た
め
に
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
'
所
給
人
も
村
落
構
造
の
重
要

な
要
素
と
し
て
位
置
付
け
得
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
所
給
人
は
知
行
所
を
数
力
村
に
散
在
さ
せ
知
行
し
て
い
る
が
'
居
住
村
か

ら
か
な
り
遠
村
に
知
行
所
を
も
つ
場
合
は
仝
知
行
百
姓
が
入
作
百
姓
と
い
う
状
態
が

多
い
｡

そ
の
よ
う
な
知
行
所
の
散
在
性
'
入
作
百
姓
の
多
数
性
'
そ
し
て
入
作
百
姓

に
た
い
す
る
三
浦
家
か
ら
の

｢呉
遣
｣
物
件
の
皆
無
状
況
で
知
行
所
を
存
続
さ
せ
得

た
の
は
'
入
作
百
姓
が
所
給
人
の
知
行
所
を
耕
作
し
関
係
を
持
ち
つ
つ
も
'
入
作
百

姓
自
身
が
村
内
の
本
家
や
有
力
家
で
あ
っ
た
り
'
三
浦
家
以
外
に
本
家
を
持
ち
'
耕

地
'
家
屋
敷
'
山
林
等
に
お
い
て
所
給
人
と
は
独
自
に
そ
の
経
済
基
盤
や
生
活

･
生

産
を
維
持
出
来
る
諸
関
係
を
形
成
し
て
か
ら
で
あ
る
｡
所
給
人
は
そ
の
よ
う
な
近
世

後
期
の
村
落
構
造
を
前
提
と
し
て
'
入
作
百
姓
を
知
行
百
姓
と
し
て
多
数
抱
え
た
ま

ま
知
行
所
の
開
発
'
経
営
維
持
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

南
部
藩
の
近
世
後
期
村
落
構
造
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
中
村
吉
治
民
ら
が
岩
手
県

紫
波
郡
煙
山
村
を
対
象
地
域
と
し
た

『村
落
構
造
の
史
的
分
析

-
岩
手
県
煙
山
村

-
虹
が
あ
る
｡
そ
の
骨
子
は
'
近
世
村
落
共
同
体
機
能
の
分
化

･
拡
散
化
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
'
そ
の
う
ち

｢家
｣
や
同
族
団
に
関
し
て
は
'
分
家

･
名
子

･
奉
公

人

･
出
入
人
の
'
同
族
団
の
本
家
を
中
心
と
し
た
同
心
円
的
関
係
の
濃
淡
性
'
拡
敬

州73
一

性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
守
屋
嘉
美
氏
は
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
'

近
世
中
期
後
半
以
降
の
農
村
構
造
に
つ
い
て
'
旧
名
田
地
主
の
没
落
に
と
も
な
い
'

そ
れ
に
隷
属
し
て
い
た
名
子
等
の
百
姓
が
そ
の
支
配
下
か
ら
脱
し

(小
農
経
営
の
自

立
化
)
'
新
た
に
指
頭
す
る
末
だ
名
子
主
的
性
格
を
も
つ
質
地
地
主
'
高
利
貸
'
商

人
と
新
た
な
小
作
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
的
な
自
立
性
を
強
化
す
る
と
い

一7
)

う
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
｡

中
村
民
ら
や
守
屋
氏
が
明
ら
か
に
し
た
農
村

･
村
落
構
造
は
'
本
稿
で
述
べ
た
近

世
後
期
村
落
構
造
と
の
類
似
性
を
よ
-
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'

本
稿
に
お
い
て
特
に
積
極
的
に
強
調
し
た
い
点
は
'
小
同
族
団
は
確
か
に
有
力
な
所

給
人
知
行
所
の
百
姓
と
な
り
結
合
し
て
行
-
が
'
仝
-
小
同
族
団
が
解
体
し
き
る
の

で
は
な
-
'
い
ま
だ
そ
の
同
族
団
機
能
を
保
持
し
っ
つ
も
非
完
結
化

･
拡
散
化
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
'
そ
の
よ
う
な
小
同
族
団
の
特
質
を
'
所
給
人
が
前
提

･

自
覚
し
て
そ
の
知
行
所
経
営
を
存
続
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
'
つ
ま
り
'
所
給
人

は
変
質
し
た
小
同
族
団
が
存
続
す
る
の
で
な
け
れ
ば
知
行
所
経
営
を
存
続
さ
せ
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
小
同
族
団
の
首
長
で

あ
る
有
力
家
や
そ
の
も
と
に
あ
る
名
子
等
が
'
そ
の
首
長
の
没
落
や
同
族
団
機
能
の

低
下
後
に
い
か
な
る
動
向
を
と
り
'
ま
た
そ
の
中
同
族
団
が
い
か
な
る
構
造
性
を
育

び
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
'
い
か
に
実
証
し
評
価
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

エソ

る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

所
給
人
の
知
行
所
は
'
以
上
の
よ
う
に
近
世
後
期
の
村
落
構
造
'
す
な
わ
ち
'
弱

小
な

｢家
｣
や
同
族
団
の
非
完
結
化

･
成
員
拡
散
化
に
よ
る
有
力
家

(所
給
人
)
へ

の
結
合
化
'
そ
し
て
'
小
経
営
形
態
確
立
の
進
展
化
と
い
う
形
態
的
特
質
を
前
提
と

40



し
て
存
続
し
て
い
た
｡
ま
た
'
そ
の
よ
う
な
知
行
所
や
所
給
人
が
南
部
藩
の
村
落
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
'
逆
に
所
給
人
や
そ
の
知
行
所
が
近
世
後
期

南
部
藩
の
村
落
構
造
を
大
き
-
規
定
し
て
い
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
｡

む

す

ぴ

本
稿
は
'
藩
権
力
か
ら
往
来
伝
馬
役
や
郷
役
等
の
賦
課
単
位
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
'
ま
た
'
藩
の
対
策
の
欠
如
に
よ
-
所
給
人
が
自
ら
主
体
的
に
そ
の
開
発
'
経
営
'

復
興
の
負
担
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
知
行
所
に
つ
い
て
'
南
部
領
内
に
お
い
て
最
も

｢地
方
｣
(知
行
所
)
形
態
の
高
い
と
さ
れ
た

｢
五
戸
通
｣
の
所
給
人
吉
田
家
'
小

平
家
'
円
子
家
'
三
浦
家
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
｡
論
点
と
し
て
は
'
近
世
後
期
に

お
け
る
所
給
人
知
行
所
の
実
態
と
､
そ
の
知
行
所
の
存
続
が
当
時
の
い
か
な
る
村
宿

構
造
を
前
提
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
問
い
を
'
｢家
｣
や
同
族
団

と
い
う
集
団
を
論
の
機
軸
に
据
え
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡

近
世
後
期
の
村
落
構
造
に
つ
い
て
'
本
稿
で
は
弱
小
な

｢家
｣
や
同
族
団
の
非
完

結
化

･
成
員
拡
散
化
に
よ
る
有
力
家

(所
給
人
)
へ
の
結
合
'
そ
し
て
小
経
営
形
態

確
立
の
進
展
化
と
い
う
規
定
を
し
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
こ
と
が
'
所
給
人
の
知
行
百

姓

へ
の
経
営
的
対
応
の
差
異
'
例
え
ば

｢呉
遣
｣
と
い
う
文
言
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
請

物
件
の
付
与
'
耕
地

･
家
屋
敷
'
山
林
'
賦
役
等
の
知
行
所
を
め
ぐ
る
経
営
的
対
応

の
差
異
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
と
し
た
｡
ま
た
'
以
上
の
よ
う
な
村
落
構
造
を
前

提
と
し
な
け
れ
ば
'
近
世
後
期
に
お
い
て
所
給
人
が
知
行
所
の
開
発
'
経
営
維
持
'

復
興
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
し
た
｡
以
上
が
'
本
稿
で
明
ら
か
に
し
よ
う

と
L
t
ま
た
明
ら
か
に
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
概
要
で
あ
る
｡

本
稿
は
多
-
の
課
題
'
問
題
点
'
限
界
性
を
も
っ
て
い
る
が
'
最
後
に
本
稿
の
限

界
性
と
今
後
の
課
題
で
重
要
な
点
を
若
干
指
摘
し
て
結
び
と
し
た
い
｡
ま
ず
'
第

一

に
近
世
後
期
の
問
題
に
絞
り
な
が
ら
'
そ
れ
以
前
の
近
世
初

･
中
期
の
問
題
を
全
く

捨
象
し
て
い
る
こ
と
､
第
二
に
そ
の
他
の
社
会
的
諸
関
係
'
例
え
ば
商
品
流
通
'
也

主

･
小
作
関
係
'
親
類
関
係
や
水
利
組
織
等
の
聞
達
が
全
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
'
第
三
に

｢家
｣
や
同
族
団
の
形
態
分
析
に
の
み
集
中
し
た
た
め
'
そ
の
実
態
や

機
能
､
例
え
ば
氏
神
祭
紀
'
結
婚
'
葬
式
や
土
地
所
有

(年
貢
制
度
も
含
む
)
等
の

問
題
が
全
-
触
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
､
第
四
に
藩
政
に
お
け
る
知
行
制
と
し
て
の
位

置
付
け
を
で
き
な
か
っ
た
こ
と
'
そ
し
て
第
五
に

｢家
｣
や
同
族
団
と
い
う
集
団
概

念
を
分
析
視
角
に
置
い
た
た
め
'
本
家
や
分
家
の
持
つ
経
済
的
階
層
性
を
明
確
に
で

き
な
か
っ
た
こ
と
等
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
閉
篭
は
､
理
論
的
'
実
証
的
に
未
だ
研

究
史
的
に
も
不
十
分
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
'
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら

な
い
｡
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註

(-
)
｢所
給
人
｣
は
'
史
料
上
に
お
い
て
は

｢所
御
給
人
｣
｢在
々
御
給
人
｣
の
外
'

所
給
人
が
代
官
所
管
轄
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
代
官
所
の
管
轄
区
名
を
冠
し

｢
五

戸
御
給
人
｣
等
と
表
記
さ
れ
た
｡

本
稿
に
お
い
て
は
'
そ
の
内

｢所
給
人
｣
を
用
い
る
が
'
従
来
の
研
究
史
に

お
い
て
は

｢所
給
人
｣
を

｢御
給
人
｣
｢在
郷
給
人
｣
｢地
方
給
人
｣
等
様
々
に

呼
称
し
て
き
た
が
'
や
は
り
史
料
上
の
表
記
に
則
-

｢所
給
人
｣
を
用
い
る
べ

き
と
思
わ
れ
る
｡

(2
)
森
嘉
兵
衛

『近
世
奥
羽
農
業
組
織
論
』
(有
斐
閣
'

一
九
五
三
㌧
の
ち
著
作



集
第
四
巻
'
法
政
大
学
出
版
局
'

一
九
八
三
に
所
収
)
'
『旧
南
部
藩
に
於
け
る

百
姓

一
漢
の
研
究
』
斉
藤
報
恩
会
､

一
九
三
五
)
｡

(3
)
お
も
に
中
村
善
治

･
守
屋
秦
美

｢近
世
後
期
の
商
品
流
通
-
南
部
領
内
吉
里

吉
里
村
前
川
家
を
中
心
と
し
て
-
｣
(研
究
年
報

『経
済
学
』
第
二
八
巻

一
号
'

一
九
六
六
)
'
守
屋

｢近
世
後
期
の
商
人
資
本
に
つ
い
て
-
南
部
寺
領
閉
伊
那

宮
古
東
屋
の
場
合
-
｣
(『文
化
』
東
北
大
学
文
学
部

第
三

一
巻
第
三
号
､

一

九
六
七
)
｡

(4
)
細
井
計

｢東
北
地
方
に
お
け
る
海
産
物
の
流
通
と
商
人
資
本
-
三
陸
沿
岸
を

中
心
と
し
て
-
｣
(『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
別
巻
第
七
集
'

一
九
七

〇
)｡

(5
)
島
田
隆

｢近
世
三
陸
漁
村
の
構
造
変
化
-

重
茂
村
の
村
落
構
造
と
塩
業
生
産

-
｣
(研
究
年
報

『経
済
学
』
第
二
八
巻
第
三

･
四
号
､

一
九
六
七
)
'
｢近
世

末
期
三
陸
重
茂
村
の
漁
業
構
造
｣
(研
究
年
報

『経
済
学
』
第
二
九
巻
第
三

･

四
号
､

一
九
六
八
)
｡

(6
)
岩
本
由
輝
氏
の

一
九
六
〇
年
代
の
論
文
は
'
す
べ
て

『近
世
漁
村
共
同
体
の

変
遷
過
程
-
商
品
経
済
の
進
展
と
村
落
共
同
体
-
』

(御
茶
の
水
書
房
'

一
九

七
七
)
に
所
収
｡

(7
)
守
屋

｢幕
末
藩
政
史
の
前
提
条
件
｣
(『東
北
学
院
大
学
論
集
』
歴
史

･
地
理
'

第
二
号
'

一
九
七

一
)
'
｢幕
末
藩
政
改
革
の
研
究

(
一
)
(二
)
｣
(東
北
学
院

大
学

『東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
､

一
九
七
二

･
一
九
七
三
)
'
｢幕
末

後
進
藩
の
経
済
的
状
況
-
盛
岡
藩
幕
末
百
姓

一
漢
の
予
備
的
考
察
の
た
め
に

-
｣
(『
日
本
史
研
究
』

一
五
〇
･
一
五

一
大
会
合
併
号
)
｡

(8
)
盛
田
稔

｢南
部
藩
に
お
け
る
御
給
人
制
度
に
つ
い
て
｣
(弘
前
大
学

『国
史

研
究
』
第
二
八
号
t

l
九
六

一)
｡

(9
)
渡
辺
信
夫

『幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』
(柏
書
房
へ

一
九
六
六
)
｡

(10
)
菊
池
勇
夫

｢盛
岡
藩

〟所
給
人
″

制
の
展
開
と
特
質
｣
(同一日
本
史
研
究

q

一

九
八
号
､

一
九
七
九
)
｡

(H
)
な
お
､
そ
の
他
に
､
1
.
F
.
モ
リ
ス

『近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』

(清

文
堂
'

一
九
八
八
)
は
､
所
給
人
を
知
行
制
'
藩
権
力
論
の
視
角
か
ら
論
じ
て

い
る
｡

(12
)
岩
本
氏
は
､
三
陸
沿
岸
津
軽
石
村
の
所
給
人
盛
合
家
に
つ
い
て

｢
い
わ
ゆ
る

金
上
侍
で
あ
る
が
'
五
十
石
の
知
行
地
は
従
来
の
保
有
地
が
献
金
に
よ
り
知
行

地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
地
代
を
前
納
し
て
み
ず
か
ら
の
保

有
地
を
買
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｣
(『
日
本
村
落
史

講
座
』
第
七
巻
'
雄
山
閣
'

一
九
九
〇
､
五
四
頁
)
と
し
､
給
人
身
分
や
知
行

所
を
き
わ
め
て
低
-
し
か
評
価
し
て
い
な
い
｡

(13
)
菊
池
氏
､
前
掲
論
文
､
四

一～

四
五
頁
｡

(14
)
南
部
地
方
の
村
落
､
ひ
い
て
は
日
本
の
村
落
研
究
に
お
い
て
'
｢家
｣
や
同

族
団
を
き
わ
め
て
高
-
評
価
し
､
そ
れ
を
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

た
の
は
有
賀
喜
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る

(『大
家
族
制
度

と
名
子
制
度
-
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
-
』
『日
本
家
族
制
度
と
小
作

制
度
』
'
著
作
集
第

一
二

一

三
巻
'
未
来
社
刊
)
｡

(15
)
菊
池
氏
､
前
掲
論
文
'
四
二
頁
｡

(16
)
『五
戸
通
御
代
官
所
惣
高
郡
分

一
ケ
村
限
仕
付
不
仕
付
古
荒
川
欠
高
書
上
帳
』

(慶
応
三
年
)
､
『五
戸
通
御
給
人
御
役
医
御
与
力
座
順
帳
』

(慶
応
三
年
)
｡
な

お
､
こ
れ
ら
の
史
料
は
'
所
給
人
八
三
人
だ
け
で
な
-
所
与
力
､
与
力
格
'
役
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医
格
､
同
心
､
合
計

〓

10
人
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
い
る
｡

(17
)
四
家
の
由
緒
に
つ
い
て
若
干
触
れ
た
い
｡

吉
田
家
は
寛
文
期
に
本
家
か
ら
分

家
し
成
立
し
た
｡
な
お
'
本
家
は
寛
文
-
天
和
期
の
城
下
町
集
住
政
策
に
よ
り

盛
岡

へ
移
住
し
た
｡

小
平
家
は
近
世
初
頭
に
南
部
家
有
力
家
臣
で
あ
る
津
島
家

か
ら
分
家
し
た
も
の
で
あ
り
'
文
禄
期
に
小
平
村
を
開
村
し
た
と
い
わ
れ
る
｡

円
子
家
は
享
保
期
の
分
家
で
あ
り
'
こ
れ
も
本
家
は
盛
岡

へ
移
住
し
た
｡

三
浦

家
は
天
保
期
に
商
人
で
あ
る
本
家

(伊
勢
屋
)
か
ら
分
家
し
た
も
の
で
あ
る
｡

な
お
'
史
料
は
'
吉
田
家
文
書
は
六
戸
町
上
吉
田
の
吉
田
嘉
巳
家
所
蔵
'
小

平
家
は
八
戸
市
中
平
喜
敏
家

(現
在
､
六
戸
町
教
育
委
員
会
所
蔵
)
で
あ
り
'

と
も
に
筆
者
が
目
録
を
作
成
し
て
お
り
'
番
号
は
そ
の
目
録
番
号
で
あ
る
｡
円

子
家
は
'
現
在
倉
石
村
教
育
委
員
会
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
'
現
在
筆
者
が
整
理

中
で
あ
る
｡
三
浦
家
文
書
は
'
す
で
に
過
半
が

『百
石
町
誌
』

(資
料
編
'
五

戸
町
三
浦
綾
子
家
文
書
'

一
九
八
四
'
以
下

『百
石
町
誌
』
と
略
す
)
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
が
'
同
町
史
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
史
料
に
つ
い
て
は
三
浦

家
の
好
意
に
よ
り
筆
写
さ
せ
て
戴
い
た
｡

(18
)
三
浦
家
の
み
は
'
当
初

｢
扶
持
｣
を
給
さ
れ
て
い
た
が
'
嘉
永
七
年
に

｢
取

戻
｣
に
あ
う

(『百
石
町
誌
』
NO
.
六
三
)
｡

(19
)
盛
田
氏
は
､
七
戸
通
に
お
け
る
各
階
層
の
所
給
人
の
知
行
所
経
営
の
実
態

(手
作
､
百
姓
請
作
等
)
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(『七
戸
町
史
』
第
二
巻
)
｡

(20
)
｢御
家
被
仰
出
｣

(『藩
法
集

9

盛
岡
藩
』
上
'
創
文
社
)
の
宝
暦
七
年

正
月

一
七
日
の
条
｡

(21
)
小
平
家
文
書

『乍
恐
奉
願
上
事
』
明
和
四
年
五
月
t
B
f

四
七
)

(22
)
小
平
家
文
書

『旧
知
行
高
私
所
持
地
と
心
得
候
趣
意
大
国
』
NO
.
二
二
五
｡

(23
)
知
行
証
文
の
表
題
は
'
『被
遣
知
行

(新
田
)
百
姓
小
高
』
と
い
う
横
帳
の

史
料
で
あ
る
｡

(24
)
三
浦
家
文
書

『被
遣
知
行
百
姓
小
高
』

(弘
化
三
年
七
月
六
日
'
『百
石
町

誌
』
･30
.
三
五
)
'
『被
遣
知
行
新
田
百
姓
小
高
』

(嘉
永
七
年
十

一
月
t
N
.

六
七
)
'
『被
遣
知
行
新
田
百
姓
小
高
』
(安
政
六
年
八
月
'
叫

八
二
)
｡

(25
)
盛
田
氏
は
'
所
給
人
ら
武
士
身
分
層
が
'
土
地
を
喜
入
'
買
得
す
る
た
め
に

実
在
あ
る
い
は
架
空
の
名
義
人
を
用
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
､
こ
れ

を

｢
地
名
代
｣
(じ
な
だ
い
)
と
し
て
い
る

(盛
田
氏
'
前
掲
論
文
､
十

一
頁
)
0

な
お
､
所
給
人
は
土
地
の
質
入
'
買
得
の
た
め
だ
け
で
な
-
'
そ
の
他
'
買
入

後
の
土
地
所
持
'
知
行
所
の
手
作
の
た
め
に
も

｢地
名
代
｣
を
使
用
し
て
い
る
0

(26
)
吉
田
家
文
書

『北
郡
知
行
新
田
精
御
検
地
水
帳
之
写
』

(文
久
二
年
十
月
)

NO
.

七

一
｡

(27
)
小
平
家
に
関
し
て
は
'
大
作
百
姓
に
つ
い
て

｢年
限
之
大
作
二
而
年
々
地
主

共
不
定
｣
｢
大
作
之
者
共
銘
々
人
馬
相
応
田
地
相
砲
居
候
上
余
分
二
人
作
仕
候
｣

と
い
う
こ
と
で
'
大
作
百
姓
が
知
行
所
経
営
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
と
し
'
宝

暦
飢
鐘
後
の
地
付
百
姓
創
出
に
懸
命
に
な
っ
て
い
る

(小
平
家
文
書

『乍
恐
奉

願
上
事
』
明
和
四
年
五
月
t
a
.
四
七
)
｡

(28
)
三
浦
綾
子
氏
'
お
よ
び
五
戸
村
中
渡
の
小
渡
惣
三
郎
氏
､
佐
藤
喜

一
氏
談
に

よ
る
｡

(29
)森
嘉
兵
衛
氏
は
'
馬
の
厩
肥
'
運
搬
､
耕
作
の
面
に
お
け
る
経
営
的
意
義
を

評
価
し
て
お
ら
れ
る

(著
作
集
第
四
巻

『奥
羽
農
業
経
営
論
』
法
政
大
学
出
版

局
'

一
九
八
三
､
三
四
七
-
三
四
九
頁
)
0

(30
)
円
子
家
も
'
地
付
百
姓
で
あ
る
中
市
村
清
三
久
保
の
久
之
丞
'
前
新
田
の
六
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兵
衛
に

｢両
名
素
召
仕
故
'
農
具

･
家
具
共
相
添
別
家
｣
に
出
し
た

(『御
説

諭
願
』
明
治
九
年
三
月

一
五
日
)
｡

(31
)
九
戸
郡
軽
米
町
元
屋
五
郎
助
'
紫
波
郡
煙
山
村
高
橋
家
で
は
分
家
に
対
し
て
'

田
畑
'
家
屋
敷
'
飯
料

(稗
'
粟
'
米
'
味
噌
'
塩
'
大
麦
'
大
小
豆
'
蕎
麦
'

漬
物
'
酒
'
醤
油
等
)
､
農
具

(鋤
'
鍬
'
山
刀
'
緒
'
鎌
'
挽
臼
等
)
'
生
活

道
具

(鍋
'
茶
碗
'
膳
'
桶
､
櫓
'
筑
'
包
丁
等
)
の
外
'
い
ず
れ
も
馬

一
疋

を

｢呉
遣
｣
し
て
い
る

(森
嘉
兵
衛

『奥
羽
名
子
制
度
の
研
究
』
法
政
大
学
出

版
局
'

一
九
八
四
'
第
三
章
第
四
節
)
｡

三
浦
家
や
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
､
分
家
が
分
出
し
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
～

こ
れ
ら
の
田
畑
'
家
屋
敷
'
諸
飯
科
'
諸
道
具
'
そ
し
て
馬

一
疋
が
必
要
で

あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
'
｢呉
遣
｣
と
い
う
恩
恵
的
意
味
合
い

を
持
つ
文
言
の
共
通
性
に
も
注
目
し
た
い
｡
な
お
'
三
浦
家
が

｢呉
遣
｣
し
た

諸
飯
科
'
諸
道
具
も
こ
れ
ら
の
諸
物
件
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
｡

(32
)
中
村
吉
治
編

『村
落
構
造
の
史
的
分
析
-
岩
手
県
煙
山
村
-
』
(日
本
評
論

新
社

一
九
五
七
t
の
ち
に
御
茶
の
水
書
房
刊

一
九
八
〇
'
四
〇
八
～
四
〇

九
頁
)
｡

(33
)
円
子
家
文
書

『
(東
京
山
林
共
進
会
事
務
所
宛
文
書
)』
(明
治

一
四
年
十
月
)

(34
)
円
子
家
文
書

『山
争
論
之
訴
状
』
(明
治
九
年
十
月
四
日
)
｡

(35
)
円
子
家
文
書

｢此
度
私
共
御
尋
l一付
御
答
申
上
候
｣
(文
化
七
年
四
月
'
『諸

謹
書
井
諸
始
末
書
留
』
所
収
)
｡

(36
)
『在
々
御
給
人
知
行
所
出
物
諸
品
井
墳
書
上
』
(元
文
三
年
､
盛
岡
市
公
民
館

蔵
t
r六
戸
町
史
』
第
二
巻
'

一
九
九
三
年
に
掲
載
分
)
｡
こ
の
史
料
は
'
元
文

三

二

七
三
八
)
年
の
史
料
で
あ
る
が
'
南
部
地
方
の
百
姓
に
と
っ
て
山
林
か

ら
の
食
料
取
得
は
'
特
に
飢
僅
時
に
有
効
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
飢
僅
史
料
が
克

明
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
近
世
後
期
に
お
い
て
も
円
子
家
所
持
の
山

林
は
百
姓
に
と
っ
て
の
食
料
取
得
の
場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

(3
)
円
子
家
文
書

『日
記
井
日
雇
嘩
4
(安
政
四
年
)
の
三
月

二

一日
の
条
o

(38
)
同
右
'
三
月
二
十

一
日
の
条
｡

(39
)
上
吉
田
部
落
有
文
書

『取
分
山
林
民
有
地
御
取
据
之
儀
願
』
(明
治

〓

l年

十
月
)｡

(40
)三
浦
家
文
書

『遣
植
立
謹
文
』
(文
久
三
年
正
月
'
『百
石
町
誌
』
NO
.
一
六

六
)
｡

(41
)
現
在
で
も
旧
中
市
村
大
久
保
集
落
七
軒
は
'
す
べ
て
大
久
保
日
出
男
家

(過

名
儀
右
衛
門
)
を
本
家
と
し
た
同
族
関
係
に
あ
る
｡
大
久
保
日
出
男
家
は
'
す

で
に
元
禄
期
か
ら
大
久
保
に
山
林
を
所
持
し
､
か
つ
当
時
の
当
主
は
青
沢
弥
五

右
衛
門
と
言
い
'
盛
岡
給
人
中
西
家
か
ら

｢地
方
｣
を
給
さ
れ
る
ほ
ど
の
有
力

百
姓
で
あ
っ
た

(『為
切
米
遣
候
書
出
之
事
』
元
禄
十

一
年
正
月
二
七
日
)
｡

大
久
保
日
出
男
氏
に
よ
れ
ば
'
分
家
は
本
家
の
山
林
の
利
用
を
認
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
｡

(42
)
『日
記
井
目
雇
帳
』
(安
政
四
年
)
は
､
水
田
手
作
の
ほ
か
'
畑
手
作
'
家
事

労
働
'
町
道
等
の
記
事
を
記
載
し
て
い
る
が
'
水
田
以
外
の
記
事
は
不
備
な
点

が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
た
｡

(43
)
円
子
家
文
書

『永
代
売
渡
申
田
形
諾
文
之
事
』
(弘
化
二
年
)
｡

(44
)
円
子
家
文
書

『寓
出
入
帳
』
(嘉
永
六
年
)
｡

(Eg
)
｢金
目
銭
｣
制
は
'･
水
稲
生
産
の
限
界
地
に
お
い
て
米
納
に
す
れ
ば
手
元
に

食
料
が
な
-
な
る
の
で
金
納
に
し
た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
貨
幣
経
済
の
進
展
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と
い
う
進
歩
的
な
税
制
で
は
な
-
'
ま
た
'
近
世
初
頭
の
南
部
藩
に
お
け
る
産

金
量

(砂
金
)
の
高
さ
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(森
嘉
兵
衛

『
日
本
僻
地

の
史
的
研
究
-
九
戸
地
方
史
-
上
』
著
作
集
第
八
巻
'

一
九
八
二
､
法
政
大
学

出
版
局
'
二
六
五
頁
)
｡

ま
た
'
近
世
初
期
以
後
'
通
貨
制
度
の
整
備
'
小
農
の
貨
幣
取
得
契
機
の
成

立
に
よ
り
砂
金
は
名
目
化
し
､
銭
納
形
態
へ
移
行
し
て
い
く
と
い
う

(渡
辺
信

夫

『幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』
柏
書
房
'

一
九
六
六
'
四
四
〇
頁
)
o

(46
)
円
子
家
で
は
'
安
政
四
年
の

l
-
五
月
間
に
は
米
を
五
戸
村
の
町
場
へ
五
駄

一
斗
六
升

二

駄
=

七
斗
四
升
)
し
か
販
売
し
て
お
ら
ず
(『日
記
井
日
雇
帳
』
)
～

円
子
家
が
米
穀
販
売
に
よ
る
豪
農
的
発
展
を
指
向
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

一ヽ
〇

し

(47
)
円
子
家
文
書

『
日
記
井
日
雇
帳
』
(安
政
四
年
)
の
二
月
二
七
日
の
条
｡

(48
)
こ
れ
と
類
似
の
労
働
組
織
は
､
す
で
に
中
村
善
治
編

『村
落
構
造
の
史
的
分

析
』
に
お
け
る
高
橋
家
の
事
例
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
､
同
書
は
'
名
子
や
出
入
人
が
賦
役
を
提
供
し
'
ま
た
'
本
家
で
あ
り

手
作
地
主
で
も
あ
る
家
か
ら
も
労
働
力
が
提
供
さ
れ
る
と
い
う
関
係
を
'
対
等

な
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
-
'
前
近
代
に
お
い
て
は
常
に
非

｢近
代
｣
的
な

上
下
の
身
分
的
性
格
を
帯
び
る
と
し
て
い
る

(同
上
'
二
三
五
頁
)
｡

(49
)
円
子
家
文
書

『匪
記
匪
嘉
恵
』
(慶
応
四
年
)
の
二
月

二
二
日
の
条
｡

(50
)
こ
の
よ
う
な
事
例
の
経
営
的
､
社
会
的
'
文
化
的
意
義
を
有
賀
喜
左
衛
門
は
'

す
で
に
戦
前
か
ら
高
-
評
価
し
て
い
た

(『大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
-

南
部

二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
-
』)
｡

(51
)
『御
用
留
』
(天
保

二
二
年
)
所
収
の

｢
三
浦
俵
右
衝
門
知
行
百
姓
｣
(『百
石

町
詰
』
資
料
編
t
NO
.

1
〇
四
)'
『宗
門
書
抜
』
(安
政
六
年
正
月
'
3
iO.

1

四
六
)
'
そ
の
他
'
三
浦
家
'
小
渡
集
落
の
諸
家
か
ら
の
聞
き
取
-
に
よ
る
｡

(52
)
鉄
之
助
の
場
合
だ
け
は
例
外
で
あ
り
'
鉄
之
助
は
も
と
生
家
で
あ
ろ
う
と
言

わ
れ
る
久
保
家
に
居
り
八
戸
の
港
で
漁
業
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
'
後
に

三
浦
家
の
奉
公
に
入
り
分
家
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う

(小
波
浅
吉
氏
談
)
LT

(53
)
三
浦
家
文
書

『御
分
地
被
成
下
約
定
謹
文
.B
(明
治
四
年

二

一月
)
｡

な
お
'

小
波
集
落
の
住
民
は
'
現
在
で
も
三
浦
家
の
故
先
代
当
主
夫
婦
を

｢
オ
-
ウ
サ

マ
｣
｢
オ
ド
サ
マ
｣
'
｢
オ
カ
ア
サ
マ
｣
｢
オ
ガ
サ
マ
｣
と
呼
称
し
て
お
り
'
こ
の

こ
と
は
､
小
渡
集
落
の
諸
家
が
三
浦
家
の
家
内
成
員
か
ら
同
族
団
構
成

員
へ

と
展
開
し
て
来
た
過
程
を
如
実
に
示
し
て
い
る
｡
ま
た
'
同
族
団
が

｢家
｣
の

拡
大
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

(大
藤
修

｢家
族
と
親

族
｣
『日
本
村
落
史
講
座
』
第
七
巻
'

一
九
九
〇
'
雄
山
間
)
｡

(54
)
竹
内
利
美

｢
同
族
団
と
そ
の
変
化
｣
(『社
会
学
評
論
』
四
六
'

一
九
六
二
'

1
七
頁
t
の
ち
に

『家
族
慣
行
と
家
制
度
』
恒
星
社
厚
生
閣
'

1
九
六
九
に
所

収
)
参
照
｡

(E3
)
｢天
保
十
四
年
卯
宗
門
改
｣
(『百
石
町
誌
』
輿

〓

1)
'
｢寺
請
状
之
事
｣

(弘
化
二
年
'
同
上
t
NO
.

二
六
)
｡

(56
)
註

(30
)
参
照
｡

(57
)
註

(22
)
参
照
｡

(58
)
小
平
家
文
書

『春
木
売
立
党
』
(明
治
八
年
､
=里

l
五
三
)
｡

(59
)
三
浦
家
文
書

『宗
門
書
抜
』
(安
政
六
年
正
月
t
NO
.

一
四
六
)｡

(60
)吉
田
嘉
巳
氏
談
'
お
よ
び
そ
の
他
の
史
料
に
よ
る
｡

(61
)
註

(41
)
'
お
よ
び

『倉
石
村
史
』
上
巻
五
四
三
-
五
四
七
頁
参
照
｡
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(62
)
円
子
家
文
書

｢永
代
売
渡
田
形
諾
文
之
事
｣
(明
治
八
年
六
月
､
『諸
謹
書
井

諸
始
末
書
留
』
所
収
)
､
そ
の
他
の
史
料
に
よ
る
｡

(63
)
吉
田
嘉
巳
氏
談
｡

(64
)
小
平
家
文
書

『
(表
題
欠
)』
(慶
応
元
年
五
月
､
NO
.

二

六
)0

(65
)
註

(26
)
参
照
｡

(66
)
表
二
㌧
お
よ
び
大
字
下
吉
田
鈴
木
正
造
氏
談
｡

(67
)
表
二
㌧
お
よ
び
上
告
田
山
内
甚
作
家
文
書
に
よ
る
｡

(68
)
六
戸
町
鶴
喰
田
中
泰
邦
家
文
書

『
(表
題
欠
)』
(文
久
元
年

二

一月
)
t
鶴
喰

保
土
沢
助
定
家
文
書

『七
戸
藩
支
配
所
北
郡
鶴
喰
村
御
検
地
御
改
名
寄
御
帳
』

(明
治
四
年
､
『六
戸
町
史
』
下
巻
､
二
〇
-
二
二
頁
に
掲
載
)
｡

(69
)小
平
家
文
書

『永
代
売
渡
手
形
之
事
』
(天
保
四
年
二
月
NO
.
九
六
)
､
田
中

泰
邦
家
文
書
'
註

(68
)
参
照
｡

(70
)
安
政
三
年
の
松
屋
敷
集
落
の
戸
数
が
十
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら

(十
和
田
市
力

石
直
視
家
文
書

『滝
沢
村
御
蔵
給
所
家
別
人
数
覚
帳
』
(安
政
三
年
十
月

一
五

日
､
『十
和
田
市
史
』
資
料
編
､
所
収
)
､
天
保
七
年
の
松
屋
敷
集
落
か
ら
の
大

作
百
姓
七
人
は
'
集
落
の
ほ
と
ん
ど
全
戸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

(71
)
力
石
直
視
家
文
書

『皆
済
目
録
覚
帳
』

(文
久
二
年
十

一
月
､
『十
和
田
市

史
』
資
料
編
所
収
)
0

(72
)
松
屋
敷
漆
館
巳
恵
治
氏
談
｡

(73
)
中
村
富
治

『日
本
の
村
落
共
同
体
』
に
､
煙
山
村
の
調
査
に
も
と
づ
-
中
村

氏
の
村
落
共
同
体
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
｡

な
お
､
同
著
や

『村
落
構
造
の
史
的
分
析
』
は
､
近
世
後
期
の
村
落
構
造
の

把
握
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
-
､
原
始
共
同
体
社
会

(身
分
社
会
)
か
ら
近

代
階
級
社
会
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
に
近
世
村
落
共
同
体
を
位
置
付
け

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
'
近
世
後
期
の
村
落
共
同
体
を
論
じ
た
も
の
で
は
な

い
Ll

し
か
し
な
が
ら
､
使
用
し
た
史
料
が
近
世
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
史

料
で
あ
る
た
め
'
中
村
氏
ら
の
意
図
と
は
離
れ
る
が
'
敢
え
て
近
世
後
期
の
村

落
構
造
と
し
て
本
稿
で
は
位
置
付
け
た
い
｡

(74
)
前
掲
､
守
屋
嘉
美

｢幕
末
藩
政
史
の
前
提
条
件
｣
(五
五
頁
)
｡

(75
)
深
谷
克
巳
氏
は
､
社
会
が
小
さ
な
単
位

へ

(個
別
化
)
､
そ
し
て
緩
や
か
な

結
び
付
き

へ

(広
域
化
)
と
い
う
進
行
過
程
を
た
ど
り
､
最
終
的
に
は
個
人
と

し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ

の
な
か
で
'
近
世
社
会
に
お
い
て
は
､
｢家
｣
や
家
内
成
員
の
個
別
化

･
分
莱

化
に
よ
る

｢百
姓
成
立
｣
の
不
安
定
性
を
回
避
す
る
た
め
に
､
よ
り
広
域
的
な

共
同
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る

(｢家
族
と
共
同
体
｣
『歴
史
評
論
』
四

四

言
7
､

一
九
八
七
､
後
に

『百
姓
成
立
』
塙
書
房
､

一
九
九
三
､
第
三
幸
に

所
収
)
｡

ま
た
､
柳
田
国
男
氏
も
､
｢家
が
分
れ
分
れ
て
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
と
､
以
前
の
大
親
の
具
足
し
て
い
た
機
能
は
､
片
端
し
か
生
み
の
親
に
は
伝

わ
ら
な
｣
-
な
り
'
｢生
活
の
変
化
に
応
じ
､
次
々
に
算
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の

親
が
で
き
｣
る
と
し
､
｢家
｣
(=
複
合
家
族
)
の
機
能
低
下

･
分
散
化
に
よ
り
､

小
農
家
の
社
会
関
係
は
広
域
化
す
る
と
し
て
い
る

(｢親
方
子
方
｣
『柳
田
国
男

全
集
』

〓

｢

筑
摩
書
房
刊
､

一
九
九
〇
'
五
〇
三
～
五
〇
四
頁
)
｡

な
お
､
柳
田
氏
は
'
そ
の
小
農
の
成
立
に
つ
い
て
当
初
は

｢彼
ら
の
衰
微
感

を
探
か
ら
し
め
た
｣
も
の
と
し
､
か
つ
て
の
複
合
家
族
の
農
業
力
を

｢輩
固
｣

な
も
の
と
し
て
い
た

(｢
オ
ヤ
と
労
働
｣
『家
閑
談
』
同
上
､
三
四
〇
頁
)
｡
し
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か
し
な
が
ら
'
後
に
小
農
の
成
立
を

｢零
落
で
も
何
で
も
な
い
｣
と
訂
正
し
て

い

る

(｢
厄
介
及
び
居
候
｣
『家
閑
談
』
同
上
'
三
七
三
頁
)
｡

こ
の
柳
田
家
族

論
に
つ
い
て
福
田
ア
ジ
オ
氏
は
'
前
者
の
柳
田
氏
の
主
張
の
み
を
取
り
上
げ
'

そ
れ
を

｢矛
盾
な
き
大
家
族
｣
論
と
L
t
柳
田
家
族
論
と
安
良
城
盛
昭
理
論
と

が
大
き
-
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
が

(『柳
田
国
男
の
民
俗
学
』
吉
川
弘
文

館
'

一
九
九
二
'

二
二
三
-
一
四
五
頁
)
'
こ
の
点
に
お
け
る
福
田
氏
の
柳
田

家
族
論
の
把
握
の
仕
方
に
疑
問
を
感
じ
る
｡

(付
記
)

本
稿
は
'
修
士
論
文
の

1
部
に
大
き
-
加
筆

･
修
正
を
加
え
関
東
近
世

史
研
究
会

一
九
九
四
年
三
月
例
会
で
報
告
し
た
も
の
に
'
さ
ら
に
再
考
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
｡
報
告
の
場
を
与
え
て
頂
い
た
同
研
究
会
に
感
謝
し
ま
す
｡
ま

た
'
史
料
調
査
に
当
た
っ
て
は
'
吉
田
家
'
山
内
家
'
三
浦
家
'
大
久
保
家
'

六
戸
町
町
史
編
さ
ん
室
'
倉
石
村
教
育
委
員
会
'
同
村
文
化
財
審
議
委
員
会
'

そ
し
て
聞
取
調
査
に
お
い
て
は
五
戸
村
小
渡
'
六
戸
町
上

･
下
吉
田
'
同
町
小

平
の
諸
家
に

一
方
な
ら
ぬ
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
､
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
｡

ま
た
'
大
学
内
外
に
お
い
て
は
'
盛
田
稔
先
生
'
門
前
博
之
先
生
'
渡
辺
隆
喜

先
生
'
そ
し
て
ゼ
ミ
の
指
導
教
官
で
お
ら
れ
た
木
村
礎
先
生
の
学
恩
に
は
特
に

謝
意
を
表
し
ま
す
｡

(に
し
の

･
り
ゆ
う
じ

明
治
大
学
大
学
院
聴
講
生
)
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