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割
地
の
登
生
井
に
.登
達

に
つ
い
て
の
考
察

・
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野
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之
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■

一
、
序
　言
。
土
地

の
定
期

割
換
慣

行
、
所
謂
割
地

は

そ

の
史
料

従
来
江

戸
時

代

に
限
ら
れ
、
從

っ
て
そ

の
史

料
に

よ
り
て
當
然
考
察

せ
ら

る
る
こ
こ
ろ
の
も

の
も
亦
同

時
代

を
溯

る
こ
ε
能
は
ず

、
之
を
本

邦
各

地

の
慣
行
既

倒

に

求

め
.
或

は
廣
く
東

西

の
雷
脅

に
比
較

し
て
そ

の
由

て
来

る
ε

こ
ろ
を

明
ら
か
に
せ
ん

♂
せ

る
も
推
測

を
出

で
ざ

る
も

の

の
如

し
、
愚
見

に
よ
れ
匠
、
本
問
題

に
於

て
最

も
重
要

に
且
興
味

あ

る
ご
思
は

る
る
は
、
そ

の
起

源
即

ち
獲

生

の
由
来

に
閲
す

る
事
項

に
レ
て
、
こ

の
黙

に
し
て
闡

明

せ
ら
れ

ん
か
、
我
土
地

制
度
史

上

に
於
け

る
該
慣
習

の

.

關
係
自

ら
解

繹
、せ
ら

る
べ
く

、
建

て
は

こ
の
獲
生
を
来

せ

る
時

代

の
背

景

を
も
窺

ふ

に
足

る
べ
き
な
り
。

論

凱

割
地
の
毅
生
井
艦
叢
挫
に
つ
い
て
の
考
療
.
.

第
八
瑠

(節
穴
號

二
五
}

七
四
三



■

論

説
.

罰
地
の
蛮
生
井
掻

建
に
つ
い
て
の
考
察

綿
入
巻

第

六
號

一
.天
》
.
七
四
四

余
輩

の
知
れ

る
限
り
に
於
て
は
、
従
来
そ
の
獲
生

の
事
情
を
最
も
確
約
に
考
察
せ
ら
れ
π
る
も

の
は
朽
内
氏

の

加
賀
藩
に
於
け
る
調
査

と
す
、
但
し
事

「
藩

の
み
に
止
る
を
以
て
年
代
は
寛
永
年
間
を
溯

る
能
は
事
、
嚢
に
本
誌

に
連
載
せ
ら
れ
拠
る
小
野
氏
の
土
佐
藩
の
場
合
に
あ
り
て
は
、
猶
降
り
て
元
殊
度

な
り
と
云

へ
り
。

余
輩
も
嘗
て
本
誌
上
に
於
て
越

前
國
の
割
地
を
叙
し
、
寛
永
前
後
に
起
源
を
有
す
る
も

の
竃
な
レ
た
り
、
以
下

所
論
を
進
む
ゐ
序

を
以
て
其
後
探
訪

の
史
料
を
補
足
せ
ん
に
同
国
今
立
郡
水
落
に
あ
り
て
は
寛
永
三
・四
年
に
(飾

明
神
耐
交
書
〕
坂
井
郡
山
岸
に
あ
り
て
は
寛
永
六
年

に
(山
岸
村
百
姓
願
書
)
今
立
郡
本
海
に
あ
り
て
は
寛
永
八
年

に
〔水
悔
村
百
姓
願
書
)
そ
の
慣
行
あ
り
た
る
を
明
記
せ
り
。
叉
越
後
國

に
あ
り
て
は
之
を
慶
長
年
間
に
擬
し
穴
る

こ
と
あ
り
、
但
し
使
用

の
史
料
不
充
分
な
り
し
を
以
て
常
時
猶
之
を
推
定
に
止
め
た
り
ぎ
。

之
を
要
す
る
に
江
戸
時
代
幕
政
開
始
以
前
に
.は
そ
の
存
在
を
認
む
る
能
は
ざ
り
し
な
り
、
假
り
に
最
も
古
し
ε

す
る
越
後
の
場
合
を
以
て
し
.て
も
、
松
季
忠
揮
の
奉
行
大
久
保
長
安

の
案
出

ご
云

へ
る
な
り
。

撚
れ
ご
も
更
ら
に
歩
を
進
め
て
考
ふ
る
に
、
此
等
の
所
例
に
よ
り
て
示
さ
る
る
江
戸
購
代
の
初
期
は
、
法
制
殊

ぢ

か
た

に
地
方

の
細
則
は
未

だ
完
備
せ
す
、
戦
国
時
代

の
各
領
に
於
け
る
慣
習
を
襲
用
せ
る
も
の
そ

の
例
紗
か
ら
ざ
る
あ

り
、
相
違
關
す
る
ε
こ
ろ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
戦
国
時
代
に
あ
り
て
は
庄
園
の
制
度
猶
存
す
る
も

の
あ
れ
ば

源
流
こ
こ
に
出
つ
る
も
の
な
る
か
も
亦
知

る
べ
か
ら
争
、
或
は
又
斯
の
班
田
(若
し
く
は
井
田
)
の
遺
法
を
起
源
に

充

つ
る
が
如
き
は
信
中
る
に
足
ら
亦
ご
す
る
も
、
共
同
開
墾
遺
制
説
亦
臆
測
せ
ら
れ
ざ
る
に
あ
ら
亦
、
余
輩
は
斯

く
艷
種
か
の
豫
想
せ
ら
れ
だ
る
源
流
説

の
下
に
、
割
地
の
獲
生
は
検
地

こ
そ
の
高
割
付
に
曲
乗
す
る
も
の
な
り
と

云
は
ん
ご
す
、
斯
く
し
て
當
然
の
結
果
そ
の
獲
生
時
期
は
少
く
ご
も
戦
国
時
代
の
末
葉
に
進
め
得

べ
し

ε
信
で
、

h



も
ご
よ
り
此
等

の
謹
左
は
唯
所
要
條
件
の
完
備
し
た
ゐ
史
桝

の
現
出
に
よ
り
て
、
最
あ
雄
辮
に
決
定
せ
し
む
る
を

得

ぺ
け
ん
も
、
或

る
制
度
は
必
中
し
も
同

一
の
完
備
し
把
る
形
を
以
て
最
初
よ
り
現
出
せ
る
も
ρ
に
あ
ら
す
寧
ろ

成
る
原
因
に
よ
り
て
斯
る
思
想

の
獲
達
を
見
、
漸
次
そ

の
形
式
を
具
備
し
て
遂
に
頗

る
錯
雑
.の
形
を
ピ
る
を
常

ε

す
、
割
地
に
於
て
も
亦
熱

り
、
故
に
以
下
斯

う
意
味
に
於
て
そ
の
獲
生
を
論
じ
、
次
で
そ
の
獲
連
星
茜
及
す
る
も

の
あ
ら
ん
&
す
。

、
-
.

斯
仁
云

へ
穿

て
、
逢

よ
り
余
輩
は
そ

の
獲
生
起
源
垂
唯

一
に
限
定
し
て
、
他
を
俳
除
せ
ん
穿

る
も

の
に

'

あ

ら
す

、
唯

現
今
に
至

る
ま
で
考
察

ず
る
ξ
こ
ろ
に
於

て

は
斯

く
云
は
ざ

る
を
得

ざ
る

の
み
、
而
し
て
亦
本

篇

に

あ

り

て
も

從
來
獲

表

の
管
見

に
謝
し

て
根
本

の
矛

盾

な
し

、
こ
れ
以

↑
所
説

す
る

と
こ
ろ
に
よ

り
て
明
示

せ
ら

る

べ
し
。

■

二
、
槍
地

」ど
高
割
付

り
課

税

の
…劉
象
物

ε
し
て

の
」土
地

の
検
注

は
、
嚇
代

に
よ
り
も

と
よ

り
精
…疎
繁
簡

の
別
あ
れ

ご
も

、
国
初

よ
り
之

を
行

ひ
し

こ
ご
明

か
な
り
、
而

も
室

町
時
代
以
降

、
戦
凱

に
俘

ひ
て
そ

の
制
漸

く
行

は
れ

ざ

る
に
至
り
し

が
、
戦
国
時
代

の
末
期
統

一
の
氣

運
漸

く
生
季
.る
ご

ご
も

に
、
群

雄

の
領
内

に
そ

の
施
行

を
見

る
も

の
あ

り
、
.
.
織

田
信

長
天
下
併

合

の
實

を
擧

げ
ん
こ
す

る
に
當

り
、
亦

大

に
そ
の
企
て
あ
り
、
業
中
ば
に

し
て
倒

れ

穴
り
し
.も
、
次

で
豊

臣
秀
吉

の
時
代

こ
な
り
所

謂
太

閤
検
地

の
琴

ご
な
れ

り
。
以

下
專

ら
こ
の
論
文

に
は
越
前

の

史

料
を
使
用

せ
ん

芝
す

る
を
以

て
、
例

を
同
国

の
場

合
に

ぜ
る
に
、
信

長

の
時

代

に
は
、
天
正

の
初
年

柴
田
勝
家
.

の
手

に
よ
り

て
縄

打

の
こ
ε
あ
.り
、
秀

吉

の
時
代

と

な
り
天
正
十
二
年

に
は
丹

朋
喪
秀
亦

そ
の
塁

あ
り
,
そ

の
後

諭
、
説

割
地
の
襲
生
井
に
韻
達
に
つ
い
て
の
考
察

第
八
巻
.
(第
六
號

二
七
)

七
四
五

噂



.

ゴ

『

ρ

論

説

割
地
の
鰻
生
井
に
嶺
淫
に
ひ
い
て
の
考
盛

第
八
巻

(第
六
號

二
八
V

七
四
六

慶
長
三
年

の
大
検
地
と
な
れ
り
。
此
等

の
翠
は
そ
の
期

す
る
ε
こ
ろ
、
劃

一
的
に
財
源
を
出
来
得
る
丈
け
振
賑
す

る
忙
あ
れ
ば
、

一
度
は

[
度
よ
り
土
地

の
各
種
目
に
亘
り
て
、
丈
量
槍
出
井

ぴ
に
精

し
く
、
斯
く
し
て
そ
の
廣
狭

と
斗
代
ε
確
.足
せ
ら
る
＼
に
及
び
、
高
の
成
立
を
見
、
長
く
課
税

の
基
準
ご
菰
れ
り
、
而
も
高
の
決
定
は
検
者

&

非
検
者

ε
の
聞
応
所
見

一
致
せ
ざ
る
場
合
多
く
、
そ

の
歩
詰
に
於
て
、
槍
地
奉
行
は
可
成
多
く
、
村
民
側
は
出
來

得

ろ
丈
少
く
見
積
ら
ん
ε
し
、
斗
代
に
あ
り
て
も
亦
撚
り
、
.但
し

一
且
確
定
ぜ
ら
れ
拠
る
村
高
に
あ
り
て
は
非
常

の
受
動
あ
る
に
非

ざ
れ
ば
、
再
検

を
乞

ふ
こ
と
殆
ざ
不
能

な
り
、
村
民
ε
し
て
不
得
止
所
定
の
高
を
認
容
せ
ざ
る

を
得
ざ
る
な
り
、

一
且
認
容
し
た
る
以
上
は
、
何
等
か
の
方
法
を
以
て
村
民

と
し
て
そ
の
不
足
分
を
補
足
し
、
石

高
に
相
當
し
な
る
租
税
を
納
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、『
中
山
村
。
継
鯖
蠣
田
地
割
書
違
記
録
」

に
牧
め
れ
る
左

の

一
通
は

こ
の
間

の
事
情
を
説
明
す
る
も
の
な
り
。

田
地
割
之
書
蓮

一
、
天
正
十
二
年
、
越
前
守
殿

即
翻
羽
御
縄
打

二
一
當
所
之
御
高
、
百
五
十
嶽
石
八
升
戴
合

二
被
仰
竹
俣
、
註
P

コ

も

も

ヤ

　

も

ち

　

ら

ヤ

も

も

も

も

カ

し

も

も

や

し

ロ

じ

ら

旨
を
以
、
去
天
正
十
九
年
三
月
以
前

二
、
蒐
田
野
島

野
帳
之
上
曖
な
く
出
入
算
用
仕
、
高
打

二
相
濟
申
候
、

　

む

む

り

　

む

む

む

　

　

む

　

　

む

　

む

む

む

む

む

　

　

む

む

む

む

ロ

の
　

む

む

む

　

　

む

　

　

ロ

　

然
者
少
之
申
分
候
庭

二
、
此
隣
郷
之
年
寄
衆
爲
取
沙
汰
、
右
之
拾
九
年
之
如
定
之
相
濟
申
候
、
此
上
者
、
何
も

む

む

ロ

む

む

　

　

ゆ

や

も

も

い

へ

も

も

も

へ

り

ヵ

も

コ

リ

し

も

や

も

り

し

ヘ

へ

も

し

ド

ロ

ヨ

も

も

も

荒
地
田
畠
割
付
渡
、
請
取
申
候
儀
其
渥
分
開
申

,
公
方
之
御
納
所
具

二
可
仕
候
、
若
我
々
當
郷
持
分
田
畠
開

か

も

も

も

　

で

ヘ

へ

し

へ

も

む

ロ

む

む

む

む

む

む

む

む

む

　

け

む

　

つ

む

　

む

む

　

む

む

り

不
申
候
而
、
あ
ら
し
申
候
共
、
公
用
之
御
納
所
如
前
々
高
打

=
無
異
儀
候
、
急
度
御
納
所
可
仕
候
、
傍
爲
後

日
之
.瓶
如
件

交
醸
二
年
二
月
十
日



〆

.

●

中

坪

林

r臼

源

右

衛

門

観

血

隣
郷
之
肝
煎
.
.

。
断
二
名

こ
れ
新
検

の
高
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
の
負
推
重
き
に
過
ぐ
る
を
以
て
、
紛
紜
を
痩
せ
る
が
、
隣
郷

の
衆
之
を
和
談

し
元
る
が
矯
め
、
荒
地
の
割
付

に
よ
り
て
補
足
し
、
貢
納

の
方
法
を
講
じ
、
所
定
の
高
に
異
議
な
き
を
云

へ
る
な

り
、
交
中
景
も
注
意
す
べ
き
は
、
村
中
高
持
源
右
衛
門
外
五
角
ε
し
て
何
れ
も
荒
地
田
畠
の
割
付
を
な
せ
る
こ
ご

に
し
て
、
換
言
す
れ
ば
検
地

の
結
果

ピ
し
て
の
高

の
不
當
を
地
主
間
に
均
分
し
な
る
な
り
。

.

.次
に
慶
長
三
年

の
検
地

に
あ
り
て
は
、
更
ら
に
槍
出
す
る
こ
こ
ろ
の
高
六
十
八
石
鹸
、
合
せ
て
二
百
十
九
石
五

斗

の
定
め
ε
な
れ
り
、
於
之
こ

の
高
受
け
は

　
村
ε
し
て
再
び
紛
粒
を
重
頗
る
の
因

と
な
り
し
が
、
結
局
亦
地
主

に
謝
し
て
所
定
の
高
を
割
付
せ
し
む
る
方
法
を
執
る
に
至
れ
り
、
前
記
録
に
云
ふ

し

も

ら

な

コ

し

コ

マ

し

ロ

ヵ

も

る

も

マ

へ

り

じ

じ

モ

ロ

ロ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

い

り

し

も

し

マ

へ

じ

も

も

も

も

も

一
、
右
度
々
田
地
割
小
樽
打
仕
候

へ
共
申

分
候
て
、

一
同
慶

長
五
年
當
御
検
地
御
高
、二
谷

々

二
て
割
付
申
事
。

ヤ

も

も

も

ロ
　

も

う

カ

ー一、、
御
奉
行
小
林
殿
馬
淵
加
右
衛
門
殿

へ
.申
上
、
田
地

割
之
御
奉
行
も
則
御
地
頭
加
右
衛
門
殿
也
。

小
樽
打
之
上
、
同
打
増
引
合
御
検
地
之
定
之
高
…
…
…
右
此
上
出
入
於
申
分
者
、
在
所
上
下
美
園
之
内
、
屋

む

　

　

む

む

む

　

　

　

む

敷
堀
田
互
除
之
外

二
て
之
田
地
、

一
風

二
替
地

二
可
仕
者
也
、
古
老
小
樽
打

"
上
申
下

二
申
分
候
て
、御
奉
行

衆

へ
申
上
様

二
當
御
奉
行
御
地
頭
馬
淵
加
右
衛
門
尉
殿
候
て
口
入
候
間
、
測
谷
制
御
奉
行
被
召
候
て
御
割
候

.

也
。
.
.
.

9

慶
長
五
年
三
月
四
日

'
.

、
.
.
.

、

諦

観

割
地
の
願
主
艸
に
韻
淫
ド
つ
い
て
の
考
察

錆
八
巻

(第
六
號

二
九
}

七
四
七
.

'



論

説

割
地
の
輩
生
弁
匹
襲
遽
K
つ
い
尺
の
考
察

第
八
巻

(第
六
號

三
〇
V

七
四
入

即
ち
慶
長
三
年
七
月

の
検
地
以
降
慶

長
五
年
二
月
に
至
る
問

、
そ
の
定
め
ら
れ
な
る
槍
高
の
不
當
を
庭
潰
せ
ん

が
爲
め
に
、
奉
行
の
許
可
を
得

て
、

一
村
こ
し
て
私

に
各
々
を
測
り
、
天
丼
代
を
定
む
る
偶
土
地

の
品
等
を
も
精

査
し
で
、
漸

く
各
地
生
間

に
そ
の
割
當
を
了
し
π
る
を
云

へ
る
な
ヶ
。
而
し
て
若
し
此
上
紛
紜
の
こ
ご
生
じ
な
る

聴
は
、
互
に
園
の
内
・屋
敷
地

・堀
田
o
騨
燗
開
を
除
き
て
相
交
換
す
る
こ
巴
を
得
べ
き
規
約
と
な
せ
り
、
亥
中
に
見

え
な
る
田
地
割
は
後
に
所
謂
土
地
の
割
換
を
云
ム
も
の
に
あ
ら
す
、
阻
に
そ
の
字
.の
示
す
が
如
く
土
地
を
割
渡
す

ζ
ε
な
り
&
云

へ
ざ
も
、「
田
地

一
回
に
替
地

す
べ
し
」
ε
云

へ
る
は
、
文
様
二
年
二
月

の
規
約
よ
り
更

に

】
歩

を
進

め
て
、

　
村

の
土
地
所
有
者
ε
し
て
其

の
持

分
を

一
定

の
地
に
限
定
せ
季
、
以
て
公
卒
を
保

つ
べ
ぎ
を
誓
言
し
投

る
も

の
な
り
、
而
し
て
憂
長
五
年
三
月
四
日
各
々
田
地
斗
代
走
ナ
ラ
シ
帳

の
示
す
ε
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
各

小
字
に
亘
り
上
・
中
・下
の
地
種

に
よ
り
て
、
凡
そ
十

一
の
数
を
以
て
除
せ
ら
.る
＼
高
に
按
排
し
、
十

一
を
以

て
除

し
な
る
数
を

一
口
ご
な
せ
り
、
斯
く
し
て
之
を
組
合
せ
各
地
圭
間
に
割
當
て
た
り
、
こ
の
十

】
な
る
敷
は
、
定
め

ら
れ
な
る
総
高
二
百
十
九
石
五
斗
を
假
り
に
二
百
二
十
石
ε
な
し
、
最
も
除
し
易
き
目
安
あ
敷

ζ
レ
て
用
ゐ
ら
れ

な
る
な
る
べ
し
。

斯

く
の
如
く
、

一
「
百
姓

ご
し
て
田
地
の
廣
狭
を
精
査

し
、
二
、
各
地
倣
そ
の
所
有
地

を
固
定
せ
す
、
三
、
叉

　
且
嵌
り
に
持
分
を
決
定
す
る
に
當
り
て
倣
、

一
定

の
敷

に
細
分
し
て
地
種
ご
そ
の
場
所
ご
を
巧
み
に
組
合
せ
た

る
.こ
と
は
、
明
ら
か
に
後

の
割
地
の
要
素
を
具
備
し
だ
る
も
の
巴
云
ふ
べ
き
な
り
。

三
、
杓
楡
。
組
戸
幕
府
塒
代
以
前
慨
に
割
地

の
蛮
土
を
見

拠
る
こ
ε
以
上
の
如
し
、
而
し
て
そ
の
以
後
寛
永
午
寝

亭

r

」



'

F

駐
よ
り
地
方
書
類
井
ぴ
に
交
響
類
に
『
内
櫨
」
の
文
字
頻
出
レ
た
る
は
V
こ
れ
明
ら
か
に
罰
地

の

一
般

に
慣
什
ぜ
⑥

る
Σ
に
至
れ
る
を
讃
す
る
も
の
な
肛
、
「
内
検
」
と
は
「
内
々
の
検
地
」
の
意
に
し
て
、
農
民

の
問

に
於
て
非
公
式
に

地
を
検
す
る
を
云
ふ
、
一即
ち
晶別
掲
中
山
　村
書
類
に
「
小
竿
打
に
ざ
云

へ
る
も

の
は
こ
の
内
検
に
外
「な
ら
ざ
り
し
な
り
.

こ
の
内
検
が
塗

割
地
高

一
な
り
し
窪

は
、,寛
永
三
楽

籍

。
錯

醐
百
姓
の
棘
明
肚
宛
寄
進
整

「右
之

じ

　

田
地

ハ
今
度
内
見
仕
候
付
総
中
よ
り
永
代
御
き
し
ん
仕
候
」
ε
云
ひ
、
寛
永
四
年

の
固
寄
進
状
に
は

「
今
度
水
落

　

　

し

ダ

村
地
割
仕
候
付

o
榊
惚
中
よ
り
御
熱
心
仕
候
」
ε
云

へ
る
を
以
て
明
ら
か
に
し
て
、
内
見
は
即
ち
内
検
な
り
、
猶

下
番
村
記
録
。
o
躯
荊
綱
に
よ
れ
ば
ヤ
寛
文
十

一
年
度
に
地
割
、
元
藤
二
年

・
寳
暦
四
年
に
内
検
、
嘉
永
五
年
に
鮭

直

し
ε
云

へ
り
、
名
目
各
々
異
れ
ざ
も
皆
同

一
の
用
法
尽
り
。

,

斯
く
し
て
内
検

の
獲
生
は
、
公
定
高
ε
實
際

の
高
&
の
間
に
懸
隔
を
見
た
る
時
.
,
一
村
ご
レ
て
地
主
問

の
負
擢

を
公
平

に
せ
ん
が
爲
め
の
行
爲
な
れ
ぜ
、
前
項
例
示
し
拠

る
中
山
村

の
場
合

の
如
き
を
以
て
そ
の
本
艦
ε
な

せ
ざ

も
、
・漸
次
そ
の
範
囲
を
振
大
し
て
、
或
は
水
損
に
際
し
、
若
し
く
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
て
減
地
せ
ら
れ
だ

る
場

合
の
如
き
も
同
じ
く
「
内
検
」
を
行
ひ
、
遂
に

一
般
的
の
慣
習
ご
な
る
に
至
れ
り
、
水
損
を
原
因
こ
な
す
も
の
、
所

例
は
前

に
屡
例
示
レ
起
る
を
以
て
之
を
措
き
、
特
別
の
事
情
を
以
て
減
地
せ
ら
れ
起
る
場
合
に
あ
り
て
は
、
例

へ

ば
松
岡
村
。
論

響

あ
り
て
は
、
慶
安
元
年
松
子
昌
勝
の
そ
の
封
地
ε

姦

に
居
撃

構

へ
入
部
す
る
や
、
そ

の
地

の

「
部
は
家

中

の
屋
敷
地

と
し

て
引
上

げ
ら
れ

誕

る
を
以

て
村
民
内
検

を
遂
げ
、
そ

の
鷹
畠

.
油
木
畠

.中
畠

下
畠

・
屋
敷

等
に
亘

躰
て
之
を
地
主
.の
数
四
+

一
に

割
當

て
、
之

に
年

代
を
附
し
抽
籤

の
上

そ
の
持

分
を

定
め
な

る
あ

り
又

「
家
久
村

o
舷
蝋
脳
内
除
地

に
付
　覚
書
」

に
左

の
記
事

あ
り
。

'
論

説

割
地
の
教
生
丼
に
嶺
遽
に
つ
い
て
の
考
察

.

第
八
巻

(第
六
號

三
「
)

七
四
九

、



、

論

説

割
地
の
獲
生
芥
に
毅
遽

・ト
つ
い
て
の
考
察

第
八
巻

(第
六
號

三
二
)

七
五
〇

ち

へ

も

も

も

め

ヤ

も

い

も

.

一
、
明
和
元
年
騨
春
聰
田
畠
相
改
候
事

右
元
年
.三
組
田
畠
屋
敷
等
相
改
候

0
中
略
元
来
内
樵
地
村
中
不
得
.沿

ゴ
衡
バ
ピ
む
柳
原
小
左
衛
門
怖
伊
入
御
代
官
方
床
屋
役
相
勤
百
五
十
飲
両
飴
御
納
所
引
明
ケ
出
奔
い
た
し
其

コ

分
村
中
脚
り
辮
納
其
上
小
左
衛
門
田
畠
無
高
二
て
費
劫
無
土
語
斗
有
之

二
村
無
土
筒
配
當
難
詰
由
五
兵
衛
申

ヤ

ヘ

へ

し

し

へ

も

む

り
　

ヤ

や

立
夫
よ
り
獲

り
候
内
検
故

云
々
」

み
や
ラ

斯
る
特
例

の
外
、
叉
別
に
斯

の
山
別
井
び
に
苗
分
け
の
慣
習
の
如
き
も
、
,亦
内
検
ビ
同
系

の
も
の
な
る
こ
芭
既

に
述

べ
拠
る
ビ
こ
ろ
に
し
て
、
.斯
.る
均
分
思
想
は
種
々
の
場
合
に

「
内
検
」

の
形
を
ご
り
て
理

乱
な
る
を
見

る
な

り
。斯

し
て
江
戸
幕
府
時
代
、
越
前
國
中
を
通

じ
、
村
高
と
云

へ
ば
慶
長
三
年
太
閤
検
地
の
打
出

し
高
を
以
.て
之
を

公
構
し
、
新
田
打
出
等
の
場
合
あ
る
外
は
、
之
を
改
正
せ
す
し
て
物
成
そ
の
他

の
割
賦
標
準
ご
な
せ
り
ε
雌
、内
検

の
度
数
重
な
る
に
及
び
て
拡
遂
に
之
を
以
て
公
定
村
高
に
引
直
す
こ
ビ
あ

る
に
至
れ
り
、
例

へ
ば
杉
本
村
O
艦
蜻
醐

明
細
帳
に
「
元
蘇
三
年
年
百
姓
内
検
地

}
、
高
百
九
十
七
石
五
斗
六
升
五
合
田
畠
屋
敷
辻
」
ε
な
せ
る
は
こ
れ
内
検

地
高
な
る
こ
ご
を
明
示
す
る
も

の
な
れ
ど
も
同
時
に
公
定
村
高
こ
な
る
に
至
れ
る
な
り
。

四
、
割
換
ど
定
期
割
換
。
割
地
は
必
ず
し
も
定
期
に
割
換
ふ
る
を
以
て
絶
劃
要
件
ε
な
す
も
の
に
あ
ら
ホ
、
そ
の

起
源
に
あ
り
て
は
軍
に
當
面
の
賃
機
均
等
を
目
的
ε
す
、
彼

の
中
山
村

の
場
合

の
如
き
も
全
く
公
定
高

の
増
歩
を

雫
均
に
負
捨
せ
絃
が
爲
め
の
小
悼
打
な
り
し
な
り
、
斯
く

の
,如
く
に
し
て
、
内
検
は
初
め
.そ
の
必
要
に
迫
翫
ら
れ

遂
に
そ
の
均
等

の
精
神
を
徹
底
せ
ん
が
矯
め
に
、
或
る
年
数
を

一
期
ご
し
て
更
ら
に
持
分
を
攣
摸
せ
し
む
る
の
手



、

甲

'
.段
応
出
で
た
刎
き
、
於
之
「初
め
て
「
割
換
」
を
見

る
に
至
れ
る
な
り
、
而
も
そ

の
起
源
に
し
て
村
民
地
主
間

の
合
議

上

ぞ
.の
不
公
準
を
.除
去
せ
ん
が
矯
め
の

一
方

法
た
る
以
上
、
若

し
そ
の
所
定
の
年
期
乗
る
建
錐
更
ら
に
そ
の
必
要

頑
ぎ
場
合
に
は
.之
.を
延
期
ず
る
こ
ε
少
か
ら
ず
、
叉
持
分
の
上
.に
於
て
苦
情
生
じ
た
る
時
は
之
を
慶
止
し
て
固
定

・持
地
.を
.定
む
る
ご
ε
左

の
例
の
如
き
場
合
あ
ヴ
。

ロ

も

し

リ

ャ

ヨ

も

も

カ

ザ

　

リ

コ

ち

も

へ

も

も

,
訣
ビ
鷲
、
.米
浦
o
脳
蛸
糊
総
高
百
五
拾
九
石
八
升
八
合

二
御
座
候
庭

二
從
光
年
爲
村
法
名
割
に
仕
五
年
三
年

一
度
宛
右

.

む
卸
融
獣
面
レ
伶
炉
働
終
脾
仕
贈
爵
璽

卿
賦

岡多
柚
劇
評
姫
年
炉
漕
前
仕
伶
舟
無
仰
蹴
駕

檀
か
ぺ
駐
留

ヤ

も

カ

も

し

し

も

し

も

ヤ

マ

ゆ

も

　

う

も

ヘ

モ

へ

も

モ

し

も

ミ

カ

ヤ

　

も

り

モ

へ

し

　

あ

へ

ふ

も

へ

も

へ
　

↑
、門
弘差
上
置
候
御
田
地
大
分
御
座
候
、
依
之
村
中
難
儀
仕
総
百
姓
寄
合
相
談
仕
候

ハ
田
畠
先
年
よ
り
度

々
割
直
し

へ

も

も

あ

　

コ

マ申

二
付
隣
村
ご
逡
畠

　
樹
木
脅
以
無
御
座
、
御
納
所
見
合
候
も
不
罷
成
御
田
地
作
人
も
無
御
座
候
問
、
自
今

ヨ

も

あ

へ

ら

ぬ

へ

も

も

ゐ

ゆ

ヘ

へ

で

へ

る

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヤ

へ

》
以
後
御
高
最
早
割
直
し
不
中
等

二
村
中
寄
合
相
談
納
得
仕
、
此
上

ハ
雑
家
共

一一
.
畠
聖
者

ニ
ハ
相
渡
し
可
申
ε

∴
.
爲
申
.聞
望
之
者
都
合
而
五
拾
六
入
御
座
候
、
此
外
相
残
雑
.家
之
者
共
に
も
御
田
地
請
取
作
り
仕
儀
様
.
二
被
申

渡
得
真
意
候

へ
.共
、
我
々
儀

ハ
勝
手
一

の
す
き
わ
い
に
て
猟
師
片
手

に
て
畠
方
作
頓
不
被
申
、
後
々
如
何
様

ロ

も

カ

し

ぬ

コ

も

も

サ

ぬ
　

リ

ロ

カ

　

　ら

し

コ

カ

も

コ

う

モ

も

、
之
家
徳

ニ
チ
モ
堅
魚
御
座
.候
由
申

二
付

、
英
断
承
屈
雑
家
百
姓
共

=
納
得
仕
五
十
六

ユ
制
馭
申
庭
實
正

二
御

し

も

.

座
候
、
唯
今

ヨ
.ゾ
以
後
.田
畠
共

二
樹
木
桑
楮
木
之
實
漆
樹
等
比
外
夫

々
の
植
木
付
御
納
所
當

一一
茂
可
仕
候
内、・

然
上

酒
口
合
以
後
田
畠
山
共
割
な
を
し
中
間
敷
候
、
若
樹
木
う
ゑ
さ
せ
置
後
日

二
割
取
可
申
由
、
又
は
田
畠

や

ち

ヘ

ヤ

ロ

　

ロ

も

カ

も

カ

も

も

セ

も

も

も

あ

.

持
者
高
下
御
座
候
共
村
走
り
年
貢
高
下
御
座
候
由
申
候
共
、
加
様

昌
納
得
之
上

ハ
も
は
や
割
直
し
中
間
敷
之

'
贈
ゴ
便
跡
鎗
か
地
風
険
澄
や
犬
κ
穿
禽
蹴
取
膳
ゴ
倉

を
和
便
便
加
様
ご
村
中
庄
屋
長
百
姓
惣
百
姓
雑
家
嬬
等

、迄
相
談
を
以
納
得
謹
交
刳
形
仕
上
候
、
後
年

一一
至
何
角
割
直
も
町
中
歯
車
者
御
座
候

い
、
庇
護
丈
を
以

御

㌧論

…眈

,割
地
の
號
生
井
に
嶺
蓮
に
つ
い
て
の
考
察

嬉
〃八
巻

(第
六
號
.
三
ゴご

七
五
「
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み
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説
.

罰
地
の
登
生
井
r
叢
蓮
に
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い
て
の
考
察

第
八
巻

(第
露
盤

三
四
)

七
五
二

公
儀
様
べ
被

仰
上
何
様
之
越
度

二
も
可
被
仰
付
候
、

・
.

=

舟
引
揚
持

分
井

二
屋
敷
支
配
持
分
村
走
り
之
年
貢
毎
年
庄
屋
方

へ
右

足
与
年
貢
無

相

蓮
相
立
可
申
候
、

も

へ

も

も

や

あ

へ

ゆ

ヤ

ヘ

マ

ヤ

自
今
以
後
も
は
や
割
な
お
し
申
間
数
候
・・…
…
・
.

.

正
徳
二
年
辰
十
二
月

而
も
こ
の
後
寛
政
九
年
山
八
月

の
高
持
改
帳

に
よ
れ
ば
六
石
⊥
ハ
斗
二
升
を

一
月
分

こ
し
て
二
十
三
戸
、
六
石
八
斗

二
升
八
合

一
月
分

O
庄
屋
合
せ
て
二
十
四
戸
、
糖
高
百
五
十
九

石
八
升
八
合
を
支
配
せ
る
を
示
せ
り
、
此
を
以
て

見
れ
ば
正
徳
二
年
十
二
月
所
定
の
五
十
六
月
割
當
持
分
は
そ
の
後
亦
成

る
事
情
に
よ
り
て
割
換
を
な
し
二
十
四
戸

分
こ
な
せ
る
を
察
.知
す
べ
し
、
而
し
て
こ
れ
割
換
若
し
く
は
定
期
割
換
地
は
斯
く

の
如

き
必
要
に
慮

じ
て
攣
更
せ

ら
れ
な
る
も
の
な
る
を
示
す
も

の
な
り
。

「

卜

五
、
割
地
ど
村
落
制
と
の
結
合
。
以
上
絮
説
し
な
る
が
如
く
割
地
が

一
般
的

の
慣
行
と
な
る
に
及

び
村
落
制
電
結

合
し
て
「
割
換
」
を
な
す
を
以
て
本
艦
ご
な
し
、
或

は
五
年
・十
年
・
二
+
年
に

一
期
を
劃
し
て
そ

の
實
施
せ
ら
る
る

に
及
び
て
は
、

一
村

の
共
同
生
活
に
劃
す
る
便
宜
の
爲
め
に
こ
の
割
換
を
機
會
ε
し
て
世
路
・用
水

・耕
伶
地
等
に

ゆ

翻
し
て
諸
種

の
規
定
を
定
め
貴
行
し
な
り
し
こ
ご
、
嚢
に
本
誌
に
述

べ
訟
る
こ
こ
ろ
の
如
し
、藪
に
至
り
て
割
地

は

褒
達
し
て

一
の
主
要
な
る
村
捉
ご
な
れ
り
、
而
し
て
元
来
は

一
村
内
を
限
り
て
の
制
度
な
り
し

ε
雄
、
事
村
高
に

閲
す
る
を
以
て
」
方
藩
に
封
し
て
は
奉
行
の
許
可
を
必
要

ζ
な
せ
り
、
前
出
中
山
村
に
於
け
る
正
徳
二
年
九
月

の

内
検
見
差
出
帳
に
よ
れ
ば
、
百
姓
中
よ
り
領
主

の
役
所
に
宛
て

「
村
中
大
小
之
百
姓
立
合
和
交
之
上
無
依
怙
贔
負

〉

層



.

.

杓
見
仕
帳
面
差
上
申
候
、
御
見
分
之
節
若
相
違
成
義
御
座
候

ハ
・
何
様
之
曲
事

二
も
可
被
仰
付
候
」
ご
云

へ
る
を

ぢ

い
た

.

見

る
な
り
、
藩
に
あ
り
て
も
亦
そ
の
此
方

の
必
要
な
る
制
度
ε
し
て
凡
例
を
定
め
之
を
適
用
せ
し
め
た
り
、
輻
井
藩

畦
直
し
曹
蕊

離

離

験

に
云
ふ
、

一
、
畦
直
し
数
度
段
村
連
印
を
以
て
願
出
候
村
御
座
候

ハ
・
頭
百
姓
中
百
姓
小
百
姓
共
呼
出
蓮
存
無
之
候
段
再

吟
味
之
上
御
達
申
上
候
上
代
官
よ
り
も
御
奉
行
共

へ
申
達
子
細
無
之
候
得

ハ
御
勘
定
よ

屠り
附
紙
に
て
相
下
り

其
段
村
方

へ
申
渡
出
來
候
上

ハ
反
別
帳
指
出
御
所
務
方

へ
指
出
置
候
但
し
尺
竿
其
村
方
之
在
来
.二
任
せ
畳
候

.

尤
田
畑
之
不
陸
を
上
.巾
下
三
段
ε
し
鬮
引
不
直
無
之
標

の
村
柄
も
有
之
所

の
仕
來
り
に
て
少
々
つ
》
潜
力
は

有
之
事

二
御
座

候

.

ε
、
而
も
藩
は
こ
の
村
掟
に
饗
し
て
毫
も
干
渉
的
態
度
を
ご
る
も
の
に
あ
ら
牽
、
唯
村
民
ε
し
て
の
異
論
生
じ
な

み
時
に
之
を
理
せ
ん
が
矯
め
に
豫
め
之
を
監
督

し
拠
る
の
み
。

.

六
、
附
言
。
以
上

の
所
論
は
頗
る
簡
輩
な
れ
ざ
も
、
割
地

の
獲
生
を
江
戸
幕
府
時
代
以
前
に
求
め
、
そ
の
制
度

の

'

漸

次
独
達
せ
る
裡
路
を
明
か
に
し
た
る
を
信
ず
、
唯

そ
の
史
料

一
地
方
に
限
ら
れ
た
る
を
以
て
.一
層
精
密

に
各
地

の
慣
習
を
比
較
し
て
相
互

の
脈
絡
を
知
る
能
は
ざ
り
し
を
遺
幟

ε
す
、
而
も
時
代
を
離
れ
て
法
の
獲
現
な
し
、
余

輩
は
暫
く
こ
の
局
限
せ
ら
れ
え
る
史
料
よ
り
結
諭
し
π
る

一
説
を
保
留
せ
ん
遭
徹
す
る
な
り
。

論

説

割
地
の
獲
生
井
に
機
達
に
つ
い
て
の
考
察
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