
珊

光

食

滞
四
蛮

T･裏

(
〇
八

作

州

津
山
藩

の
村

落

移

特

発

ほ
し
が
T
,

1
､
打
落
梯
相
の
日
的

二
'
柑
落
椎
楯
の
カ
抹
及
び

隅
田

三
､
柑
終
指
呼
の
致
鵜

四
､
打
捲
移
佃
の
成
行

革
▲日

は

L

が

望

作
州
は

い
ふ
迄
も
総
-
p
山
計

ら
の
園
で
あ
っ
て
.

僅
か
に
津
山
盆
地
と
銅
す
る
小
平
野
を
有
す
る
の
み
で

あ
る
｡
そ
の
田
畠
と
綱
せ
ら
る
1
も
の
に
は
棚
州
式
の

も
の
甚
多
-
'
尊
大
の
地
と
灘

も
薄
-
開
拓
せ
ら
れ
て

屠
る
｡
殊
に
津
山
盆
地
の
丘
陵
は
頂
上
に
至
る
造
田
畠

と
せ
ら
れ
p
村
落
も
あ
る
と
い
ふ
有
機
で
'
備
前
や
播

州
地
方
と
は
可
電
-
風
情
が
慶

っ
て
居
る
｡
之
は
つ
ま

り
耕
地
向
槽
の
糾
合
に
八
日
が
多
い
の
に
基
因
す
る
の

で
あ
ら
-
が

p
叉
他
面
に
は
山
国
で
他
と
の
交
通
も

少

Y
'
そ
れ
に
農
業
以
外
の
生
業
が
な
い
の
で
､
縦

へ
邪

界
が
著
し
-
高
騰
し
て
も
臣
来
る
吐
け
耕
地
面
積
を
暗

窮
せ
.ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
0

農

正

巌

蓑
作
図
は
川
閥
で
は
あ
る
が
'
山
室
に
近
か
つ
.hN
ゝ

め
に
鎗
群
卑
-
か
ら
･;山
室
文
化
か
泣
入
っ
て
層
化
と
思

は
れ
る
し
'
叉
王
朝
時
代
に
於
て
も
可
な
ゎ
文
化
が
移

入
さ
れ
て
居
た
事
は
'
諸
種
の
文
献
に
之

を
見
る
事
が

出
凍
る
rJ
然
る
に
構
図
碑
代
に
は
群
雄
肇
奪
の
目
標
と

L･B
わ
､屡
々
兵
戦
に
襲
ほ
れ
た
の
で
'
さ
な
き
だ
に
横
柄

不
毛

り地
の多
か
っ
た
上
に
.
こ

S
戦
乱

の
蕎め
に
人

出
は
非
常
tこ
疲
弊
し
た
の
で
あ
る

｡
森
悪
政
が
慶
長
入

庫
二
月
に
美
作

一
国
を
押
板
L
t
高
十
八
甚
六
千
兼
官

石
を
食
ん
で
津
山
に
城
を
構

へ
た
の
で
あ
る
が
､
潜
時

の
漕
政
は
舶
潜
に
苦
し
か
つ
た
様
で
あ
る
C
併
し
泰
平

漸
-
宿
-
に
及
ん
で
人
口
も
増
加
し
化
｡
寛
永
十

一
年

十
二
月
の
人
口
調
査

に
よ
れ
ば
ー
薄
内
線
人
口
十
九
商

六
千
三
甘
六
十
人
.内
薫
十
閣
四
千
六
百
二
十
人
ー
女
九

冊
阿
一
千
七
.IIE
四
十
人
で
あ
る
d
之
を
珊
別
し
て
見
る
と
､



倖
足
憧
小
人
仲
間
並
に
陪
臣

(恨
倖
足
憧
妻
子
共
小
人

中
間
構
い
)

山
商
四
千
二
十
人

へ内
倖
妻
子
共
千
六
で;

二
十
九
人
)､
町
中
男
女

l
常
四
千
三
石
四
十
九
人

(内

男
七
千
六
甫
四
十
玄
人
)i春
郷
男
女
十
六
蹄
七
千
三
百

二
人

(内
胡
九
蘭
六
前
三
十
三
人
)､
出
家
五
官
六
十
二

人
'
山
伏
百
二
十
七
人
で
あ
る
O
之
恕

-
平
方
肝
の
平

均
人
口
と
し
て
見
れ
ば
約
七
十
三
人
五
分
に
し
て
p
人

口
癌
腫
と
し
て
は
極
め
て
稀
薄
で
は
あ
る
が
'
大
正
九

年
の
圃
勢
調
査
の
結
束
に
よ
れ
ば
､

.i
平
方
粁
平
均
人

目
九
十
八
人
､
八
五
で
あ
る
か
ら
､
二
百
八
十
六
年
の
問

に
僕
か
十
八
人
飴
の
増
加
に
す
ぎ
な
い
C
故
に
潜
時
の

共
作
と
し
て
は
祁
常
に
人
口
が
覗
密
で
あ
っ
て
'
懲
ら

-
之
以
上

の
人
口
を
養
ふ
事
は
不
叫
熊
で
あ
っ
た
と
恩

は
れ
る
･
｡

殊

に
そ
の
男
女
の
組
合
を
見
る
に
'
薄
登
櫓

と
し
て
は
胡
有
人
に
封
し
て
女
人
十
六
%
'
町
人
は
胡

宮
人
に
射
し
女
八
十
人
肇

､
農
村
は
八
十
五
郎

の
制
令

に
な

っ
て
屠
る
rJ
以
て
常

時
の
生
活
状
態
を
推

察
す
る

感

に
足
る
で
あ
ら
う
C'

蓑
に
於
で
森
悪
政
は
入
閣
以
釆
p
種
々
の
方
策
を
講

じ
で
革
働
カ
を
充
分
に
凝
滞
せ
し
め
よ
-
と
努
力
し
た

作
州
印
両
印

の
柑

蒋

移
油

菜

の
で
あ
る
口

我
が
本
稿
に
於
で
述
べ
よ
-
と
す
る
村
落

の
移
特
発
も

'
常
時
の
就
骨
の
最
有
力
な
る
共
産
手
段

で
あ
り
､
且
つ
生
活
手
段
た
る
耕
地
を
鱗
賎
し
､
以
て

農
民
の
生

業
範
囲
を
仲
尭
せ
ん
と
す
る
窮
飴
の
朱
に
す

ぎ
な
い
C
こ
の
問
題
は
私
が
昨
年
歌
作
州
地
方
に
資
料

探
訪
の
旗
を
な
せ
し
際
'
津
山
の
郷
土
史
家
矢
吹
金

一

郎
戊
よ
り
そ
の

7
滴
を
聞
き
火
に
塵
紙
を
威
じ
花
の
で

あ
る
が
'
時
日
の
都
命
で
研
究
に
着
手
す
る
軍
機
は
ず

し
て
韓
京
し
た
｡
そ
こ
で
二
月
上
旬
再
び
津
山
に
趣
き
､

そ
の
牽
制
を
閑
黛
し
て
柳
か
研
究
を

試

み

た

の
で
あ

る
｡
然
る
に
遺
憾
総
軍
に
は
､
森
氏
が
世
嗣
絶
え
て
元

練
年
中
圃
除
か
る
ゝ
に
際
L
t
多
-
の
文
献
は
焼
却
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
故
に
矢
吹
氏
の
秘
赦
せ
ら
る
ゝ
森

家
記
煉
､
郷
柑
沿
革
地
樹
(
元
疎
十
二
年
の
作
)
'
美
作

地
理
願
虹
集
う
美
作
略
史
等
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
紹

介
す
る
で
あ
ら
-
0

第

的

村
落
耕
特
の
呂
的

徳
川
時
代
に
於
て
､
各
藩
が
そ
の
名
目
上
の
石
高
よ

-
も
寮
収
石
高
を
増
加
す
る
目
的
を
以
て
普
-
新
地
の

購
張
を
悪
行
し
た
事
は
伯
人
の
熟
知
す
る
所
で
あ
る
O

現
先
懸

滞
柑

執

着

誼

州

O
九



地

球

而
て
そ
の
方
故
は
'
或
は
海
岸
斥
南

の
地
を
干
拓
し
て

折
田
を
作
-
'
或
は
山.i
野
荒
粥
S
地
を
開
墾
し
て
新
田

畑
を
設
-
る
な
冊
と
し
た
rJ森
忠
政
も
美
作
入
園
以
来
ー

開
墾
助
戒
に
力
む
致
し
吾
の
で
あ
る
が
､
開
墾
の
飴
地

巳
に
少
-
､
山
野
の
開
拓
に
よ
る
耕
地
の
濃
弦
に
は
多

大
の
望
な
嘱
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
｡
蓑
に
於
て
'従

来
よ
り
平
地
に
存
在
す
る
村
落
の
立
ち
の
き

,好

命
じ
､

山
麓
荒
燕
の
地
に
新
発
港
を
な
さ
L

b.1
ん
と
し

た
O
新

地
が
如
何
に
勧
乏
し
て
屠
た
か
は
之
に
よ
っ
て
察
す
る

事
が
出
来
よ
う
O
勿
論
か
-
の
如
き
政
策
の
薯
.k
に
は

種
々
の
困
難
と
弊
害
と
を
件

ふ
け
れ
ど
も
､
罫
に
耕
地

の
蹟
張
'
農
産
物
の
増
加
と

い
ふ
鮎
よ

ゎ
見
れ
ば
､
舶

潜
動
紫
の
あ
る
も
の
と

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
､
新
地
坊
張

の
日
的
な
以
て
村
落
の
強
制
移
極
を
断
行
せ
る
は
､
余

の
寡
聞
を
以
て
す
れ

ば
極
め
て
柿
れ
な
事
例
で
あ
る
と

思

ふ
｡

第
三

村
落
移
韓
の
方
法
及
び
範
国

待
川
時
代
の
耕
地
鮮
弦
の
目
的
が
薄
雄
の
窮
乏
を
救

ふ
に
あ
-
､
従
で
叉
津
山
薄
の
村
落
移
植
先
が
耕
地
の

横
張
､
財
政
収
入
の
｣卿
加
を

目
的
と
せ
し
革
は
何
人
も

章

t-

.

.

日

..

..

∴

妨
五
怨

第

四

娘

rltIlg
阿

!tO

旋
は
ね
所
で
あ
る
｡

勿
翰
そ

の移
極
方
決
に
関
し
て
碇

捗
に
之
を
記
す
も
の
な
き
も

'
金
の
想
像
す
る
所
に
よ

れ
ば
､
帝
政
噺
が
村
落
移
植
費
を

塾給
久
は
補
助
し
た

と
は
思
は
れ
ぬ
C.
党
づ
村
民
に
封
し
て
耕
地
を
閉
塞
す

る
事
の
不
可
な
る
所
以
を
諭
し
て
白
旗
的
の
移
樽
を
聾

惜
し

'
然
か
も
僻
は
聴
従
L
Lj,け
れ
ば
之
を
強
制
し
た

も
の
で
あ
ら
-
｡
潜
時
の
状
態
と
し
て
は
村
民
が
敢
て

お
上
み
の
命
に
反
抗
す
る
事
も
;
凍
す
二
次
を
呑
ん
で

移
晒
し
た
の
で
あ
ら
-
｡
只
新
村
落
S
摩
敷
地
に
勤
し

で
は
租
税
を
免
じ
'
こ
の
免
税
法
は
奄
平
氏
の
治
世
に

な

っ
て
か
ら
も
依
然
と
し
て
榎
槙
せ

ら

れ

た

槙
で
あ

る
｡

発
作
誌
川
逸
材
の
健
に
は
､｢
祭
文
四
甲
辰
年
森
家

の
那
或
川
崎
勘
左
衛
門
命
を
樽

へ
て
州
逸
村
の
農
家
シ

ト
･ド
原

へ
居
を
移
す
べ
き
由
を
沙
汰
す
､
シ
ト
.I,
原
は

野
山
芝
原
に
し
て
作
湯

へ
速
-
難
儀
の
旨
欺
訴
す
と
い

ヘ
ビ

も
許
容
な

だめ
'
地
子
を
免
さ
れ
山
i
f,ら

(シ
ト

ド
原

へ
移
-
た
る
を
い
ふ
)
の
家
紋
1rTmi十
七
軒
悉
-
無

年
貢
地
と
定
め
ら
る
C)
此
段
別
九
段
五
融
六
歩
'
元
織

十

一
戊
晃
年
御
領
以
華
も
先
代
の
旨
に
任
せ
歴
年
素
地

な
り
｣
と
あ
る
O
移
極
目村
落
の

基
部
が
か
-
の
如
き
愚



典
を
宥
せ
L
や
帝
や
は
明
か
で
む･b
い
け
れ
ど
も
､
兎
に

角
移
晒
者
に
劃
し
て
消
極
的
の
優
遇
を
な
せ
し
事
は
明
ヽ
ヽ

か
総
革
貨
で
あ
る
｡
佃
は
音

地
間
中
の
託
粋
に
'
屠

下

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

叉
は
原
敬
下
年
貢
S
字
が
見
え
て
屠
る
が
'
之
は
肇
席

数
の
年
貢
で
あ
ら
う
､
而
し
て
こ
の
年
賓
は
各
人
の
移

極
光
の
村

へ
約
め
'
相
か
ら
更
に
藩
庫
に
約
め
る
の
定

で
あ
っ
た
.
そ
の
税
率
に
つ
き
で
は
何
等
記
す
所
な
き

も
t
か
の
開
墾

地
に
於
け
る
鰍
下
の
射
-
'
普
通
の
年

貢
よ
-
も
低
率
の
も
の
で
は
な
い
か
と
恩
は
れ
る
｡

然
ら
ば
屋
敷
啓
は
如
何
な
る
範
掛
に
亘
っ
て
行
は
れ

先
の
で
あ
ら
-
が
｡
此
の
方
朱
は
萌
も
平
地
を
閉
塞
す

る
所
の
村
落
に
勤
し
で
は
貸
施
せ
ら
れ
た
る
も
の
ゝ
舶

-
､
且
つ
之
は
村
金
地
に
舗
制
す
る

ので
あ
っ
て
う
そ

の
事
由
の
如
何
を
開

は
す
村
民
塾
鰭

が移
略
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
｡
朝
敵
寺
院
ま
で
も

l
桝
に
移
咽
せ
ら
れ
た
｡

例

へ
ば
寛
南
傭
那
河
噛
付
が
頁
等
二
年
に
野
介
代
相
に

移
晒
せ
し
域
令
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
｡
叉
移
植
先
は

他
所
の
地
内
の
揚
食
も
あ
る
L
t
或
は

異
に
白
村
の
地

内
の
山
附
け
に
移

っ
た
場
合
も
あ
る
｡
東
に
同
村
の
倣

比
必
ず
し
も

.1
桝
に
な
っ
て
斯
な
る
村
落
を
形
拭

し
筑

作
州
沖
山
瀬
の
村
落
蒋
轍
発

は
他
村
に
人
-
組
ん
だ
と
は
限
ら
な
い
0
村
民
が
分
れ

分
れ
に
L･･b
つ
て
他
の
村
に
入
-
組
ん
だ

-
､
移
噂
を
命

せ
ら
れ
た
教
材
の

1i
都
宛
が
聯
令
し

て
新
村
落
を
成
し

･r･rJ.揚
倉
も
あ
る
O
久
米
南
僚
那

1
方
村
六
郎
右
御
門
鯛

地
内
に
於
け
る
古
城
村
の

1
部
と
碁
田
村
の

山
部
と
が

合
し
て
山
附
け
に
新
村
落
を
な
し
て
屠
る
の
は
そ
の
著

し
い
例
で
あ
る
｡
之
は
村
落
の
大
小
'
附
近
の
地
理
的

事
情
等
に
よ
っ
て

一
機
で
は
な
い
.

村
落
の
移
噂
が
可
な
-
贋
-
行
ほ
れ
た
事
は
p
例

へ

は
発
作
誌
の
地
学
名
を
見
る
も
､
古
屋
'
宙
屋
叔
'
屋

敷
田
之
綱
せ
ら
る
1
所
が
甚
だ
多

い
の
に
よ
っ
て
も
之

を
想
像
す
る
番
が
出

試
る
｡
こ
の
種
の
学
名
は
必
ず
し

も
作
州
に
限
ら
れ
た
事
で
は
な
い
が
'
作
州
に
於

で
は

之
は
大
鶴
村
落
移
鴨
朱
の
名
機
で
あ
る
と
い
ふ
て
も
差

し
っ
か
え
t･4
い
と
恩
ふ
｡
僻
は
私
の
騒
覚
せ
る
資
料
に

ょ
れ
ば
'
津
山
盆
地
に
最
も
多
い
が
p
之
は
他
の
地
方

で
は
平
地
少
-
､
必
然
的
に
家
居
が
山
上
叉
は
山
麓
に

在

っ
た
け
れ
ど
も
､
津
山
盆
地
の
人
口
多
き
伊
で
は
､

次
藤
に
平
地
に
迄
髭
港
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で

あ
ら
う
｡

那
加
鞍

部
川
虹

.d

j

.i

t

【

t



地

療

村
落
移
咽
の
叢
初
に
貸
行
せ
ら
れ
た
の
は
'
承
腰
元

車
に
於
け
ゑ
別
記
古
城
柑
'某
田
村
､北
村
の
三
ケ
村
に

し
て
､
そ
の
翌
年
に
は

一
方
村
が
移
晒
せ

ら
れ
た
O
次

で
明
暦
二
年
に
は
関
～
低
郡
雷
原
村

へ
佃雛
等

q
)
皮

び
新
森
灘
柑
藷

謁

)
の
白
村
内
の
.家
敷
聾
'
商
治
二

年
山
北
禍
贋
原
村
へ十
二
月
)､
小

田
中
村
の
移
噂
'
晃

文
四
年
勝
甫
郡
川
速
射
(兼
十
七
月
)'
同
六
年
河
崎
村

の
内
発
田
ー
同
七
年
山
北
梅
屋
子
町
南
方
の
柑
九
軒
'

八
段
田
七
酢
を
原
子
町
へ
'
発
揮
二
軒
を
上
河
膜
村
へ

食
し
た
｡
董

三

年
の
河
崎
村
(巾
識

紳
輔
紬
虹
)の
移
柏

が
文
献
に
選
れ
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
村
落

移
博
が
行
は
れ
た
か
否
か
'
叉
そ
の
他
に
も
之
が
粟
施

せ
ら
れ
た

か
A
Jう
か
は
明
か
で
な

い

け
れ
ど
も
'
美

作

略
史
坤
港
の
｢乗
艦

元
年
命

鹿
民
属
田
間
者
従
山

鹿
｣り

櫨
下
に
は
p
こ
の
升
に
も
村
落
移
将
は
敢
傘
に
逗
な
し

と
記
さ
れ
て
屠
る
｡

第
冨

村
落
移
輔
の
放
農

村
落
の
移
植
が
凝
し
て
如
何
な
る
効
巣
を
新
し
た
か

に
つ
き

で
は
之
を
粧
撲
覗
ふ
べ
き
資
料
を
欠
ぐ
と
錐
も

革
の
怖
ttFri上
よ
り
考
へ
で
､
之
が
種
々
の
方
面
に
影
紺
は

弟
玉
食

罪
幽
破

慧

邦

〓

こ

な
及
ぼ
し
た
隻
池
な
い
､
蓑
に
は
先
づ
農
民
に
封
す
る

影
響
と
財
政
に
及
ぼ
し
た
結
束
と
を
見
よ
う
｡

イ
'
農
民
陀
及
ぼ
し
ね
石
野
響

巳
に
述
べ
LJ
榛
に
滞
政
府

が
村
落
移
植
に
婆
す
る
壁
用
を
支
出
し
化
か
否
か
は
不

明
で
は
あ
る
が
､
花
と
ひ
之
を
支
出
し
た

に
し

で
も

村
塾
髄
が
引
移
る
事
は
却
々
容
易
の
事
で
は
な
い
'
殊

に
榊
融
寺
院
迄
も
移
樽
す
る
事
の
如
何
に
困
錐
で
あ
っ

た
か
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
ま
し
て
多
年
一
所
に
住

み
な
れ
た
村
人
が
分
れ
く

に
な
っ
て
他
相
に
倉
併
せ

ら
る
ゝ
が
如
き
は
常
岬

の
配
合
状
態
と
し
て
は
如
何
に

も
苦
痛

提
革
に
逮

な
い
｡
何

は
経
営
上
よ
ゎ

い
ふ
も

自
分
の
田
地
迄
行
-
の
に
随
分
遠
-
な

り
'
甚
し
き
は

数
町
智
隔
つ
る
山
鹿
に
移
晒
し
た
の
で
新
作
上
種
々

の
茶
利
不
便
を
蒙

っ
た
､
そ
れ
は
前
進
川
遮
村
り
農
民

の
款
訴
せ
し
所
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
｡
移
鞘
の
負

糖
を
全
部
日
ら
支
排
は
ね
ば
な

ら
t･Jb
か
つ
花
と
す
れ

ば
､
左
な
き

だに
飴
裕
な
き
股
民
に
は
永
久
に
脱
し
得

ざ
る
債
務
と
な

っ
た
で
あ
ら
う
が
.
こ
の
過
の
革
は
断

言
出
粥
な
い
【〕

併
し
之
を
他
の
琴
南
よ
-
観
察
す
れ
ば
ー
種
々
の
好



壬

l一l▲tttt一

給
架
を
生
じ
た
事
も
印
は
れ
ぬ
｡
そ

の移
噂
に
際
し
て

は
和
瓦
扶
助
を
以
て
鍵
簸
が
行
は
れ

た
で
あ
ら
-
し
､

現
駅
し
き
村
落
に
於
て
は
新
興
の
乗
卦
を
以
て
農
耕
に

従
事
L
t
屋
敷

廻
-
s
l山
林
や

荒
燕
地

を
開
い
て
畠
地

と
t･･5し
た
の
で
牧

人
の
増
加
を
見
た
'
更
に
新
な
る
屋

敷
地
は
軸
率
貫
と
せ

ら
れ
p
古
屋
敷
は
た
と
ひ
そ
の
蘭

積
は
狭
小
で
も
､
直
ち
に
肥
沃
な
る
田
畠
と
し
て
動
作

す
る
事
が
川
来
る
か
ら
'
荒
兼
山
の
新
開
と
は
収
穫
高

も
多
い
わ
け
で
あ
る
｡
後
て
移
晒
村
落
は
大
概
に
生
活

状
礎
が
良
好
と
Lj,･り
繁
発
に
赴

い
た
様
で
あ
る
O
例
へ

ば
前
記
川
連
村

3
如
き
は
.
最
初
そ
の
移
噂
を
拒
ん
だ

の
で
あ
る
が
､

次
第
に
経
済
事
情
が
よ
-
な
り
.
移
晒

昏
睡
は
月
数
五
十
七
軒
で
あ
っ
た
の
が
､
束
作
誌
の
編

纂
せ
ら
れ
化
文
化
車
中
に
は
月
数
七
十
八
軒
人
里

二
百

二
十
四
人
'
内
男
女
同
数
に
し
て
石
六
十
二
人
と
L-5
つ

た
｡
巳
に
述
べ
た
如
-
徳
川
初
期
に
於
で
は
作
州
の
人

口
粗
食
せ
は
極
め
で
不
健
全

り
も
の
で
あ
っ
た
が
p
中

世
以
後
は

一
層
甚
し
-
'
男

盲
人
に
射
し
て
女
五
十
人

と

い
ふ
が
如
き
極
端
な
る
事
例
も
樺
山
に
あ
る
｡
然
る

に
移
稗
村
落
に
は
か
-
の
如
き
不
良
な
る
人
H
組
合
せ

作
州
雑
巾
韓
の
村
落
蒋
略
繁

の
研
少
-
1
濃
も
不
均
衡
の
所
で
も
朗
予
石
目人
にこ
射
し

て
女
九
十
人
位

の
制
令
で
､
常
時
の
和
食
人
口
よ
り
も

卸
で
良
好
で
あ
っ
花
｡
之
に
よ
っ
て
見
る
も
村
落

の
移

糟
が
必
L
tJ
農
比

の生
活
を
鹿
追

した
と
は
い
へ

ぬO

寧
ろ
好
結
鵜
を
生

じた
の
で
あ
る
｡

田
'
薄
の
財
政
陀

及
ぼ
し
た
る
影
響

封
蓮
時
代

に
於

け

る

唯

一
の
財
政
源

は
和
島
で
あ
っ
た
〇
村
落

り移
樽
に
よ

っ
て
横
張
せ
ら
れ
た
る
耕
地
両
概
は
勿
論
大

し
た
も

の
で
は
筏
か

つ
化
で
あ

ら

-
O
併
し
移
欄
に
閥
聯
し

て
畠
地
S
蟻
萌
さ
れ
た
事
は
可
L･4
-
大
で

あ
る
と
い

ふ
C'
而

て
之
れ
に
基
き
て
農
民
が
生
活
上
に
飴
裕
智
生

じ
､
算
働

刀
の
増
加
す
る
に
於
で
は
次
第
に
来
港
の
如

き
も
減
少
し
'
縫

い
で
財
政
収
入
を
増
加
せ
し
革
は
言

ふ
智
供

花
な
い
C
か
の
芋
蔓
田
秀
家
の
検
地
に
ょ
れ
ば

作
州

1
阿
十
八
常
六
千
五
百
石
に
し
て
森
氏

の
純
高
は

之
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
O
蛮
る
に
庶
民
が
図
除
か
れ
て

松
平
氏
襲
封
せ
し
際
に
は
作
州

山
国
を
二
十
五
商
九
千

石
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
石
高
は
異
に
耕
地

の

幾
何
準
的
両
親
に
よ

っ
て
決
定
せ
ら
る
1
も
の
で
は

な

-
､
そ
の
生
産
力
､
農
民
の
負
謄
刀
.Ti
よ

っ
て
計
算
せ

鮮

五

懸

発
河
鹿

忠
心

i

〓

品



地

球

ら
る
ふ

も
の
な
る
が
故
に
'
村
落
移
時
に
よ
る
生
産
力

の
増
加

も
亦
そ
の

一
部
を
成
す
も
の
と
謂
は
ね
は
な
ら

ぬ
｡

第
四

村
落
移
緒
の
成
婚

以
上
の
郷
-
平
地
に
存
在
す
る
村
落
を
山
密
に
移
略

せ
し
む
る
の
趣
意
に
は
大
に
傾
鵡
す
べ
き
も
の
が
あ
り

叉
そ
の
結
氷
が
必
ず
し
も
不
良
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
け
れ
AJ
も
P

い
ざ
之
が
質
行
と
な
れ
ば
種
々
の
.不
都

合
と
附
難
と
哲
件
ふ
｡
久
農
民
が
何
等
移
晒
費
の
補
償

を
受
-
3
革
筏
-
し
て
は
到
底
立
ち
行
か
な
い
が
'
去

-
と
で
常
時
の
財
政
状
関
を
以
て
し
て
は
充
分
の
補
助

を
異
ふ
る
軍
は
出
家
な

い
'
之
を

7
時
的
に
見
れ
ば
華

寛
引
き
命
は
ぬ
政
策
で
あ
る
0

農

民
の
白
壁
し
っ
1
あ

-
し
徳
川
時
代
中
世
以
彼
に
於
で
は
こ
の
種
の
強
制

策

を
断
行
す
る
事
は
木
可
能
で
あ
る
e
況
や
官
姓
堺
動
の

本
場
と
し
て
百
四
十
年
間
に
十
回
も

1
撰
反
乱
の
あ
っ

た
作
州
に
於
て
は
敢
早
算
術
の
出
家
な
い
無
謀
の
策
で

あ
る
｡
故
に
松
平
氏
の
治
政
と
な
っ
て
か
ら
は
'
強
い

て
こ

の種
の
政
策
を
と
る
革
な
-
'
可
な
-
移
晒
層
位

の
向
い
山
を

諦
め
ー
人山
か
ら
山
麓
や
山
上
に
あ
っ
た
村
落

苅
五
笹

竹
].凹

朗

志

八

】
t
四

が
山
を
下
る
事
に
劃
し
て
す
ら
､
敢
え
て
禁
止
を
し
な

か
つ
に
榛
で
あ
る
｡
】離
政
府
の
収
入
や

一
滴
金
牌
の
経

済
か
ら
い
･へ
ば
､
耕
地
が
居
宅
に
よ
っ
て
多
-
閉
塞
せ

ら
る
ー
事
は
望
ま
し
き
事
で
は
な

い
が
'
農
民
の
私
群

的
立
甥
-
よ
い
へ
ば
'
山
上
の
生
活
は
不
利
不
便
で
あ

っ
て
､
平
地
に
下

っ
て
農
耕
に
徒
事
す
る
事
は
新
作
贋

哲
上
巳
む
を
得
な
い
事
で
あ
る
0
番
津
山
薄
内
の
山
林

丘
陵
中
に
は
'
普
時
村
落
の
存

せ
L
と
思
は
る
ー
遺
跡

の
樺
山
に
有
る
の
は
'
山

上
村
落
移
柏
の
比
を
物

語
る

も
の
で
あ
る
○

緒

言

以
上
は
小

数
の
事
例

と
慣
少
の
資
料
と
に
よ
っ
た
の

で
は
あ
る
が
､
徳
川
初
期

に
於
で
津
山
薄
森
侯
の
行
っ

た
村
落
移
相
集
の
概
様
で
あ
る
O
之
は

1
種
の
内
地
桶

比
で
あ
っ
て
､
棚
番
の
効
挙
世
挙
げ
ー
且
つ
常

時
の
津
山

薄
と
し
て
は
新
地
購
版
の
手
段
と
し
て
は
行
は
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
-
が
'
か
な
り
思
ひ
切
っ
た
政

策
で
あ
る
｡
飴
-
例
の
な
い
新
地
横
根
方
故
で
あ
る
O

翻

っ
て
考
ふ
る
に
'
こ
の
三
首
年
前
に
耕
地
の
少
か

っ
た
津
山
薄

的
断
行
し
た
政
朱
は
ー
人
目
過
剰
で
新
地



独
少
な
か
こ
ち

つ
1
あ
る
現
代
に
と
っ
て
何
物
を
曙
示

す
る
｡
今
日
で
は
開
墾
助
成
策
な
ど
を
相
で
･I
耕
地
の

横
取
に
カ
め
て
居
る
が
､
商
工
業
'
交
通
兼
敏

蓬
の
馬

め
に
つ
ぶ
さ
る
ゝ
耕
地
面
積
の
方
が
'
新
に
開
拓
せ
ら

る
る
も
の
よ
杓
も
多
大
で
あ
る
｡
叉
村
落
の
膨
張
に
よ

っ
て
良
好
な
る
村
落
の
瓢
が
れ
つ
1
あ
る
事
も
之
れ
亦

袋
大
な
も
の
で
あ
る
｡
若
し
津
山
番
の
第
枚
者
を
し
て

今
日
の
日
本
に
あ
ら
し
め
た
な
ら
は
ど
う
で
あ
ら
-
0

こ
の
種
の
村
落
に
は

山
定
の
補
償
金
を
異

へ
て
悉
-
山

麓
に
移
植
せ
し
め
七
大
な
る
農
比
ア
パ
I
･1
メ
ソ
ト
を

建
設
し
'
之
よ
-
田
野
に
通
す
る
道
路
を
敷
設
し
.
凹

野
の
中
央

に

i
大
鹿
城
を
設
け
'
馬
車
自
動
車
で
朝
夕

農
民
を
鷹
揚
に
迭
還
し
､
以
て
共
同
綻
常
を
な
さ
し
む

る
が
如
き
串
も
敢
え
て
辞
せ
な
か

っ
た
で
あ
ら
う

｡

附
託

東
研
究
に
紺
し
て
欠
吹
金
山
郎
戊
は
そ
の
秘
戒
の
珍
簡
閲
惣
み

容
さ
れ
'
探
々
の
所
敦
か
典

へ
ら
れ
た
る
串
に
射
し
て
搾
-
感

糾
す
｡

唱

ケ
盛

砂

境

の

地

学

的

懲

魔

弓
ケ
演

へ乳
は
夜
見
ケ
潰
)
は
出
書
の
北
部

の宍
温

湖
よ
り
松
汀
を
通
り
中
海
に
及
ぶ
窺
餌
の
方
向

に存
奄

す
る
地
溝
状
舵
窪
地
の
束
綾
な
測
す
る
も

い
で
美
保
増

と
中
称
の
間
に
東
南

よ
り
西
北
に
向
ふ

一
大

彬
燐
で
あ

る
O
そ
の
延
長
は
日
野
川
の
河
口
I･1
-
大
約

一
七
肝
､

幅
は
を
の
基
部
と
先
端
で
は
殆
A
J
四
新
に
近
-
中
兜

仙

部
分
で
は
二
粁
寧
蟹

ホ
し
て
ゐ
る
｡
而
し
て
美
保
轡

に

弓
ケ
溺
砂
機
の
抽
選
的
管
見

下

問

忠

夫

向

つ
て
多
少
曲
で
ゐ
る
｡
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
所
謂

ミ
ブ
ド

ペ
イ

バ
ー

(m
14d
･b
ly
b
a
r)
に
粕
常
す
る
で
あ
ら

う
｡

そ

の
地

形
か
ら

弓
ケ
班
の
名
榊
は
塀

へ
ら
れ
て
ゐ

る
の

だ
ら
-
が
別
名
夜
風
ケ
演
の
虜
は
こ
の
砂
燐
が
ま
と
し

て
そ
の
材
料
の
供
給
者
で
あ
る
日
野
川
上
流
地
方
の
中

国
山
隈
の
華

_判
岩
砂
で
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
内
面
地
方

の
白
砂
青
梅
の
濃
色
そ
の
儀
空

ホ
し
月
光
の
晴
ら
か
な

節
正
敏

沸
けq
醜

悪

九

〓

五


