
近
世
前
・
中
期
京
都
に
お
け
る
都
市
行
政
の
展
開

一
年
寄
と
町
代
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

牧
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【
要
約
】
　
本
稿
は
、
近
猷
甫
・
中
期
京
都
に
お
け
る
支
配
－
被
支
配
の
関
係
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
の
年
寄
と
町
代
の
闊
で
矛
盾
を
生
む
よ
う
な
「
緊
張

関
係
」
を
、
〔
京
都
町
奉
行
所
－
惣
町
－
幽
静
－
個
別
町
〕
の
厨
路
上
で
展
開
す
る
都
市
行
政
の
中
で
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
近
世
初
期
に
お

け
る
下
京
町
代
の
系
譜
を
分
析
し
、
上
京
と
異
な
り
、
下
京
で
は
町
代
が
ま
ず
《
惣
町
》
の
枠
組
み
で
設
定
さ
れ
、
後
に
《
町
組
》
と
の
悶
の
関
係
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
町
代
（
仲
間
）
が
取
り
次
ぐ
、
京
都
町
奉
行
所
と
都
市
佐
入
と
の
間
の
行
政
支
配
を
検
討
し
、
〔
京
都
町

奉
行
所
－
与
力
－
町
代
－
個
別
町
（
町
年
寄
…
町
住
入
）
〕
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
行
政
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
こ

の
行
暮
上
の
回
路
と
、
「
先
青
鷺
年
寄
」
を
核
と
す
る
自
律
的
な
《
惣
町
…
町
組
…
町
》
総
織
の
運
営
と
の
関
係
を
分
析
し
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
に
お

い
て
志
向
さ
れ
る
構
造
の
中
で
、
《
惣
町
》
の
位
置
づ
け
が
姪
桔
と
な
り
、
年
寄
と
町
代
の
問
の
「
緊
張
関
係
」
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
九
三
巻
二
号
　
二
〇
一
〇
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
近
世
都
市
京
都
に
お
け
る
支
配
…
被
支
配
の
関
係
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
の
年
寄
と
町
代
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
、
近
世
前
・

中
期
に
お
け
る
都
市
行
政
の
展
開
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
戦
国
期
以
来
早
熟
的
に
《
惣
町
》
の
枠
組
み
で
の
「
自
治
漏
を
成
立
さ

せ
た
被
支
配
住
人
に
よ
る
都
市
運
営
と
近
世
支
配
権
力
の
都
市
行
政
と
の
関
係
の
あ
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
被
支
配
住
人
が
居
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①

住
す
る
町
人
地
に
限
定
し
て
、
支
配
－
被
支
配
の
関
係
の
中
で
展
開
す
る
都
市
行
政
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
ま
で
の
近
世
都
市
史
研
究
に
お
け
る
都
市
行
政
に
対
す
る
理
解
と
し
て
、
塚
本
明
氏
が
、
近
世
の
都
市
行
政
を
「
領
主
に
よ
る
都
市
住

艮
支
配
と
岡
義
で
は
な
い
」
と
し
、
元
禄
・
享
保
期
に
か
け
て
の
三
都
に
お
け
る
町
役
人
の
再
編
成
に
つ
い
て
、
「
領
主
意
思
を
徹
底
さ
せ
る

た
め
に
上
意
下
達
的
な
支
配
機
構
と
し
て
組
み
込
ん
だ
と
評
価
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
意
を
吸
収
し
、
円
滑
な
行
政
を
遂
行
す
る
た

め
の
改
編
扁
で
あ
り
、
「
住
民
の
代
表
者
を
町
奉
行
所
行
政
に
関
与
さ
せ
る
」
も
の
と
捉
え
た
こ
と
は
、
都
市
史
に
と
ど
ま
ら
ず
行
政
へ
の
住

人
参
加
と
い
う
論
点
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
て
は
、
行
政
へ
の
住
人
参
加
の
過
度
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

調
が
、
逆
に
領
主
権
力
の
位
置
と
役
割
を
捉
え
に
く
く
し
、
特
に
「
公
権
力
と
の
緊
張
関
係
を
希
薄
化
さ
せ
」
、
「
慈
悲
深
い
領
主
と
公
共
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

体
現
し
た
村
役
人
と
町
役
入
と
い
う
調
和
的
歴
史
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
っ
な
が
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
世
の
都
市
行
政
も
、
あ
く
ま
で
支
配
i

被
支
配
の
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
る
都
市
秩
序
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
都
市
行
政
へ
の
住
人
参
加
が
論
点
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
近
世
京
都
の
町
代
研
究
の
展
開
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
近
世
京
都
の
町
代
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

文
化
十
四
年
（
一
八
～
七
）
か
ら
翌
々
文
政
二
年
半
か
け
て
、
年
寄
を
中
心
と
す
る
被
支
配
住
人
と
町
代
と
の
確
執
が
京
都
町
奉
行
所
に
お
け

る
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
文
政
町
代
改
儀
　
件
で
あ
る
。
こ
の
一
件
に
お
い
て
展
開
し
た
年
寄
と
町
代
の
対
立
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

戦
前
の
秋
山
國
三
氏
以
来
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
に
代
表
的
な
理
解
と
し
て
、
林
屡
辰
三
郎
氏
の
も
の
を
紹
介
し
た
い
。
林
屋

氏
は
、
近
世
に
お
け
る
「
支
配
者
と
町
組
と
の
具
体
的
な
関
係
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
年
寄
が
一
本
の
責
任
者
と
し
て
登
場
し
て
も
、
実
際
上
の
事
務
が
か
な
ら
ず
し
も
円
滑
に
運
ぶ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
事
務
担
当
者
と
し
て
雇

　
傭
さ
れ
た
も
の
が
す
な
わ
ち
「
町
代
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
町
代
を
通
じ
て
幕
府
と
町
と
の
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
ふ
か

　
い
。
（
中
略
）
町
役
と
し
て
の
年
寄
に
対
し
て
町
代
が
成
立
す
る
と
、
幕
府
と
し
て
は
事
務
的
に
も
町
代
を
通
す
こ
と
が
都
合
が
よ
い
の
で
、
し
だ
い
に
こ
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れ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
年
寄
は
町
役
と
し
て
存
置
し
な
が
ら
、
町
代
が
町
議
の
代
表
者
と
し
て
公
定
さ
れ
て
ゆ
く
動
き
が
し
だ
い
に
つ

　
よ
め
ら
れ
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
幕
府
の
権
力
に
よ
っ
て
町
代
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
警
世
側
の
利
害
と
は
か
な
ら
ず
し

　
も
関
係
の
な
い
雇
用
者
で
、
奉
行
所
に
も
月
番
す
る
町
代
を
し
て
町
組
を
支
配
せ
し
め
、
町
組
の
形
骸
化
を
推
進
し
て
ゆ
く
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
る

　
と
、
こ
の
政
策
の
進
行
に
つ
れ
て
、
町
代
じ
し
ん
と
し
て
も
町
組
に
対
す
る
支
配
者
的
意
識
を
も
つ
に
至
り
、
そ
の
役
目
で
あ
る
事
務
雑
用
の
こ
と
は
新
た

　
に
部
下
と
し
て
配
置
し
た
下
町
代
と
か
小
番
と
い
っ
た
も
の
に
委
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
か
る
状
態
に
対
し
て
は
、
や
が
て
町
代
の
苗
字
帯
刀
問

　
題
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
は
古
格
を
や
ぶ
る
悟
上
で
あ
る
と
い
う
年
寄
町
役
か
ら
の
不
満
の
爆
発
と
な
り
、
つ
い
に
抗
議
が
訴
訟
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
の

　
だ
が
、
こ
れ
が
よ
う
や
く
あ
る
程
度
是
正
さ
れ
た
の
は
、
幕
末
に
近
い
文
化
・
文
政
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た

　
こ
の
よ
う
な
理
解
を
元
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
次
の
三
点
を
中
心
に
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
①
近
世
初
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
け
る
「
町
代
が
町
組
の
代
表
者
と
し
て
公
定
さ
れ
て
ゆ
く
動
き
」
、
②
元
禄
・
事
保
期
に
お
け
る
町
代
の
奉
行
所
役
人
的
地
位
へ
の
上
昇
転

　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

化
、
末
端
役
人
化
、
③
町
代
の
支
配
者
的
立
場
へ
の
抵
抗
運
動
の
三
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
「
町
」
（
《
個
別
町
》
）
を
都
市
を
構
成
す
る
基
礎
単
位
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
「
町
自
治
」
を
基
礎
と
す
る

「
都
市
行
政
の
構
造
的
把
握
」
を
課
題
と
し
て
あ
げ
、
京
都
に
お
い
て
「
奉
行
所
と
町
と
の
接
点
」
に
位
置
し
た
町
代
に
つ
い
て
分
析
し
、
従

来
の
「
奉
行
所
の
手
先
対
組
町
の
自
治
と
い
う
構
図
の
設
定
は
、
国
家
や
権
力
が
都
布
に
と
っ
て
外
在
的
で
あ
っ
た
社
会
や
時
代
に
と
っ
て
は

有
効
で
あ
る
が
、
近
世
日
本
の
よ
う
に
、
都
市
が
統
一
権
力
に
よ
る
体
制
的
な
分
業
編
成
の
重
要
な
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
、
都
市
構
造
研
究
の
問
題
と
し
て
十
分
で
は
な
い
」
と
し
、
町
代
が
門
自
治
体
で
あ
る
下
部
の
町
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
圓
路
を
構
成
し
、

下
か
ら
の
起
爆
棚
形
成
の
可
能
性
を
萌
芽
的
に
有
し
た
」
点
を
評
価
し
た
。
こ
の
「
都
市
行
政
の
構
造
的
掘
握
扁
と
い
う
問
題
提
起
を
契
機
と

し
て
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
町
代
を
《
応
否
》
住
人
の
対
抗
物
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
都
市
行
政
上
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

様
々
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
、
塚
本
明
豊
は
、
町
代
に
つ
い
て
、
「
町
奉
行
所
機
構
の
申
で
都
市
政
策
を
進
め
る
主
体
、
自
律
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
「
行
政
省
」
の
一
員
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
谷
直
樹
氏
や
杉
森
哲
也
氏
の
実
証
的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
町
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代
の
出
自
が
《
町
維
》
を
代
表
す
る
階
層
の
も
の
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
、
本
来
《
町
組
》
の
使
用
人
で
あ
っ

た
も
の
が
上
昇
転
化
し
た
と
い
う
理
解
も
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
近
世
京
都
の
町
代
の
都
市
行
政
に
お
け
る
役
割
、
特
に
「
町
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
回
路
偏
と
し
て
の
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
こ
と
を
契
…
機
に
、
京
都
に
限
ら
ず
近
世
都
市
史
研
究
の
中
で
、
都
市
行
政
へ
の
住
人
の
主
体
的
な
参
加
と
い
う
視
点
か
ら
の
議
論
が
盛
ん
に

な
っ
た
と
い
え
る
が
、
逆
に
そ
の
一
方
で
、
先
に
触
れ
た
行
政
へ
の
住
人
参
加
の
過
度
の
強
調
に
対
す
る
批
判
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
政
町
代

改
儀
一
件
に
つ
な
が
る
よ
う
な
矛
盾
や
対
立
と
い
っ
た
、
支
配
－
被
支
配
の
関
係
に
お
け
る
「
緊
張
関
係
」
に
つ
い
て
、
正
し
く
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
近
世
都
市
に
お
け
る
支
配
－
被
支
配
の
関
係
の
中
で
都
市
行
政
の
展
開
を
捉
え
る
た
め
に
も
、
都
市
行
政
へ
の
住
人
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

加
を
単
純
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
吉
田
伸
之
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
行
政
の
主
体
で
あ
る
幕
府
嚢
町
奉
行
所
と
地
縁
的
な
自
治
団
体
で

あ
る
町
と
の
接
点
の
構
造
的
特
質
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
近
世
京
都
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
支
配
－

被
支
配
の
接
点
に
位
置
し
て
い
た
の
が
、
町
代
と
と
も
に
、
林
屋
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
町
役
と
し
て
の
年
寄
」
で
あ
る
。
町
代
に
比
べ
る

と
、
こ
の
年
寄
に
つ
い
て
の
研
究
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
が
、
被
支
配
住
人
側
の
「
自
治
」
的
な
都
市
運
営
を
代
表
す
る
年
寄

と
、
支
配
権
力
に
よ
る
都
市
行
政
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
町
代
と
の
間
で
、
文
政
町
代
細
身
一
件
と
し
て
帰
結
す
る
対
立
を
生
む
よ
う
な
矛
贋

が
、
都
市
行
政
の
中
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
，
基
本
的
に
は
朝
尾
氏
の
提
起
す
る
「
都
市
行
政
の
構
造
導
爆
握
脇
を
継
承
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
「
都
市
行
政
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
構
造
の
申
に
、
年
寄
と
町
代
の
関
係
、
特
に
両
者
の
間
の
矛
盾
、
支
配
－
被
支
配
を
め
ぐ
る
讐
緊
張

関
係
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
際
、
こ
の
「
都
市
行
政
の
構
造
的
把
握
」
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
の
横
田
冬
彦
氏
に
よ
る

　
⑰

解
説
を
参
考
に
し
て
、
具
体
的
に
は
次
の
二
つ
の
点
に
注
意
し
て
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ま
ず
は
、
「
早
熟
的
に
形
成
さ
れ
た
漏
「
惣
町
の
自
治
は
近
世
都
市
の
申
に
ど
の
よ
う
に
持
ち
越
さ
れ
た
の
か
偏
と
い
う
点
で
あ
る
。
翔
集
で
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触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
は
独
自
に
上
京
・
下
京
と
い
う
《
惣
町
》
の
枠
組
み
で
の
「
自
治
」
を
形
成
さ
せ
て
い
た
京
都
の
都
市
住
人
は
、

近
世
へ
の
転
換
に
あ
た
っ
て
統
～
政
権
と
の
儀
礼
関
係
を
早
熟
的
に
成
立
さ
せ
、
徳
川
政
権
に
対
し
て
も
こ
う
し
た
儀
礼
関
係
を
維
持
す
る
｝

方
、
幕
府
直
轄
都
市
と
し
て
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
所
に
よ
る
都
市
行
政
の
申
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
が
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
「
惣
町

の
良
治
」
の
行
方
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
検
討
し
た
い
。
特
に
、
横
田
氏
が
指
摘
す
る
、
「
惣
町
の
膚
治
」
の
行
き
先
が
、
即
町
代
の

「
下
か
ら
の
官
僚
制
形
成
」
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
分
析
を
も
と
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
右
と
も
関
わ
っ
て
、
ズ
町
共
同
体
〉
か
ら
組
町
、
惣
町
、
そ
し
て
都
市
当
周
（
畷
奉
行
所
）
に
い
た
る
ま
で
を
公
権
の
重
層
的
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
見
」
る
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
《
惣
町
一
町
組
一
個
別
町
》
の
重
層
的
構
造
は
検
討
さ
れ
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
、
「
統
一
権
力
に
よ
る
体
制
的
な
分
業
編
成
の
重
要
な
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
篇
中
で
、
〔
京
都
町
奉
行
所
…
《
惣
町
一

町
組
（
町
代
）
…
個
別
町
（
年
害
）
》
〕
の
支
配
－
被
支
配
を
つ
な
ぐ
回
路
（
上
申
・
下
達
の
ル
ー
ト
）
上
で
、
各
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、

あ
る
い
は
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
検
討
し
た
い
。

①
　
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
町
人
地
（
特
に
洛
中
）
に
お
け
る
支
配
…
被
支
配
の
関

　
係
に
検
討
対
象
を
限
定
す
る
た
め
、
京
都
町
奉
行
所
や
所
司
代
と
い
っ
た
行
政
当

　
局
の
機
構
の
郷
翻
や
、
洛
外
村
落
に
対
す
る
支
配
を
握
退
し
た
雑
色
な
ど
に
つ
い

　
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
　
塚
本
開
「
都
衛
構
造
の
転
換
」
（
『
暑
波
講
座
日
本
通
史
艮
　
近
世
4
隔
、
岩
波

　
書
応
、
一
九
九
五
年
〉
七
三
～
七
四
頁
。

③
藤
田
覚
「
幕
府
行
政
論
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講

　
黒
田
六
巻
　
近
世
社
会
論
臨
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
…
一
…
三
頁
。

④
　
塚
田
孝
「
歴
史
学
の
方
向
を
考
え
る
1
近
世
史
の
立
場
か
ら
i
漏
（
同

　
『
身
分
論
か
ら
歴
史
学
を
考
え
る
踊
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
・
初
出
…
九
九

　
七
年
）
二
四
七
頁
。

⑤
他
に
、
渡
辺
尚
志
門
は
し
が
き
」
（
同
月
槻
近
世
地
域
社
会
論
－
幕
領
天
草

　
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
酉
姓
相
続
一
』
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
）
も
地
域

　
社
会
論
の
立
場
か
ら
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

⑥
秋
山
國
三
『
近
世
京
都
単
組
発
達
史
〈
新
版
公
同
沿
革
史
〉
』
（
法
政
大
学
出
版

　
局
、
｝
九
八
○
年
・
初
出
…
九
四
囚
年
）
。

⑦
優
麗
辰
三
郎
榊
町
衆
一
京
都
に
お
け
る
「
市
民
扁
形
成
史
一
』
（
中
央
公

　
論
社
、
｝
九
六
四
年
）
二
〇
八
～
二
一
一
翼
。

⑧
木
下
政
雄
「
京
都
町
組
に
お
け
る
町
代
の
性
格
－
上
古
京
親
出
町
文
書
を
中

　
心
と
し
て
1
鳳
（
『
立
命
館
文
学
』
二
〇
四
、
］
九
六
二
年
）
、
鎌
畷
道
隆
糊
近

　
三
一
都
市
・
｛
現
今
』
　
（
角
…
滑
茸
国
里
、
　
　
・
九
七
山
ハ
年
）
な
ど
。

⑨
鎌
田
道
隆
欄
京
花
の
田
含
』
（
柳
原
轡
店
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
。

⑩
辻
ミ
チ
子
「
罠
衆
と
自
治
f
町
緩
と
小
学
校
」
（
同
『
転
生
の
都
市
・
京
都

　
一
民
衆
の
社
会
と
生
活
一
階
、
阿
康
応
、
一
九
九
九
年
・
初
出
｝
九
七
七
年
）
、
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京
都
市
編
隅
京
都
の
歴
史
6
　
伝
統
の
定
着
謡
（
学
芸
書
林
、
　
｝
九
七
三
年
）
第

　
五
章
第
二
節
な
ど
。

⑪
　
朝
尾
直
弘
「
元
禄
期
京
都
の
町
代
触
と
町
代
一
（
購
隅
朝
尾
直
弘
著
作
集
　
第

　
ゐ
開
巻
近
世
都
市
諮
酬
㎞
、
二
戸
波
｛
轡
店
、
　
二
〇
〇
閥
圏
年
・
初
山
山
一
九
八
五
年
）
　
二
山
ハ
○

　
～
二
晶
ハ
～
百
ハ
。

⑫
宇
佐
美
英
機
「
近
琶
前
期
京
都
の
触
留
」
（
同
志
社
大
学
入
文
科
学
研
究
所

　
隅
社
会
科
学
甑
罠
九
、
～
九
八
七
年
）
、
同
「
板
倉
二
一
力
条
に
関
す
る
二
・
三

　
の
間
題
」
（
前
掲
『
社
会
科
学
』
四
〇
、
　
～
九
八
八
年
）
、
塚
本
明
「
町
代
⊥
兄

　
都
町
奉
行
所
の
「
行
政
宮
」
と
し
て
一
」
（
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触

　
の
研
究
扇
、
岩
波
轡
唐
、
一
九
九
六
年
）
、
同
門
近
世
中
期
の
町
代
機
構
の
改
編
」

　
（
朝
尾
直
弘
教
授
退
宮
記
念
会
編
『
話
本
社
会
の
史
的
構
造
　
透
磁
・
近
代
隔
、

　
譲
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）
、
田
口
泰
久
「
享
保
期
　
京
都
の
毘
政
に
つ
い
て
偏

　
（
津
田
秀
夫
先
生
古
稀
紀
念
会
編
『
封
建
社
会
と
近
代
駈
、
既
墾
刊
、
一
九
八
九

　
年
）
な
ど
。

⑬
前
掲
は
じ
め
に
註
⑫
塚
本
明
「
町
代
」
…
三
七
頁
。

⑭
言
託
樹
「
初
期
鰐
代
に
つ
い
て
の
～
考
察
」
（
隅
京
都
市
史
編
さ
ん
通
信
舳
一
四

　
五
号
、
一
九
八
一
年
）
。

⑮
　
杉
森
哲
也
門
町
代
の
系
譜
－
十
七
世
紀
上
京
に
お
け
る
町
組
と
町
代
一
」

　
（
同
『
近
枇
京
都
の
都
市
と
祇
会
臨
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
・
初
出

　
一
九
八
七
年
）
、
問
「
町
代
の
成
立
」
（
前
掲
『
近
世
京
都
の
都
衛
と
社
会
漏
、
初

　
出
～
九
八
九
年
）
。

⑯
吉
田
伸
之
「
お
さ
め
る
一
行
政
・
自
治
－
近
世
前
期
、
江
戸
の
名
主
を
例
と

　
し
て
1
漏
（
大
谷
幸
夫
噴
煙
『
都
市
の
ア
ナ
ト
ミ
ー
ユ
　
都
市
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ

　
ィ
i
l
都
市
と
は
何
か
、
そ
の
本
質
－
臨
、
こ
う
ち
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

　
一
七
〇
頁
。

⑰
横
田
冬
彦
「
解
題
」
（
前
掲
糊
朝
羅
直
弘
著
作
集
第
六
一
書
世
羅
暴
論
隔
）
三

　
九
五
～
四
〇
…
頁
。

⑱
拙
稿
門
近
世
京
都
に
お
け
る
都
市
秩
序
の
変
容
－
徳
桝
将
軍
家
に
対
す
る
年

　
甥
御
粍
参
加
者
選
定
に
み
る
一
偏
（
『
日
本
史
研
究
扁
第
五
五
四
号
、
二
〇
〇
八

　
年
）
。

⑲
　
菅
原
憲
工
「
日
本
近
世
都
市
会
所
論
の
こ
こ
ろ
み
」
（
前
掲
魍
日
本
祇
会
の
史

　
的
構
造
臨
）
、
安
國
良
｝
門
京
都
の
都
市
社
会
と
町
の
自
治
偏
（
岩
崎
信
彦
他
編

　
『
町
内
会
の
研
究
鰍
、
御
茶
の
水
轡
房
、
一
九
八
九
年
）
、
杉
森
哲
也
「
町
組
と

　
町
」
（
前
掲
『
近
世
京
都
の
都
市
と
社
会
漏
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

⑳
　
京
都
に
は
、
上
京
・
下
京
の
他
に
禁
裏
六
丁
町
や
東
西
寺
内
町
な
ど
の
《
惣

　
町
》
も
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
上
京
・
下
京
が
検
討
の
中
心
と
な
る
。
ま
た
、

　
《
町
組
》
は
、
近
世
前
期
に
は
、
上
京
に
十
二
組
、
下
京
に
八
組
存
在
し
、
そ
れ

　
ぞ
れ
親
町
・
古
町
－
枝
町
・
薪
町
と
い
う
格
差
を
持
っ
た
《
偲
別
町
》
の
集
合

　
（
そ
の
数
は
《
町
組
》
ご
と
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
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第
一
章
　
下
京
町
代
の
系
譜
と
年
寄

1

本
章
で
は
、
近
世
初
期
に
お
け
る
年
寄
と
町
代
と
の
関
係
を
、
特
に
丁
京
町
代
の
系
譜
か
ら
検
討
す
る
。



近世：前・中期京都における都市行政の展聡（牧）

　
は
じ
め
に
で
も
み
た
よ
う
な
町
代
の
出
自
の
問
題
と
関
わ
っ
て
、
ま
ず
戦
国
末
期
以
来
の
《
惣
町
》
や
《
町
組
》
の
年
雷
層
の
動
向
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
、
近
年
の
研
究
成
果
を
確
認
す
る
。
河
内
将
芳
心
の
研
究
に
よ
る
と
、
戦
国
末
期
の
京
都
に
お
け
る
、
「
上
下
京
地
下
人
」
と
い
う
《
惣

町
》
の
名
を
冠
し
た
存
在
に
つ
い
て
、
「
酒
屋
・
土
倉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
上
下
京
と
い
う
地
縁
を
全
面
に
出
し
た
職
縁
集
団
が
、
同
時
期

に
顕
著
と
な
る
個
別
町
と
の
接
点
を
持
ち
つ
つ
も
惣
町
レ
ベ
ル
で
ひ
と
つ
の
階
層
と
し
て
移
行
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
「
「
地
下

入
」
に
系
譜
を
ひ
く
者
た
ち
の
残
映
偏
と
し
て
、
「
杉
森
哲
也
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
町
代
（
上
町
代
）
に
転
成
し
て
ゆ
く
惣
町
年
寄
や
町
組

年
寄
の
存
在
篇
を
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
②

　
そ
こ
で
、
杉
森
氏
の
仕
事
を
確
認
す
る
と
、
杉
森
氏
は
、
豊
臣
政
権
期
に
お
け
る
《
町
組
》
を
代
表
す
る
年
寄
の
存
在
、
特
に
中
筋
組
年
寄

の
「
浄
円
」
に
注
目
し
て
、
「
浄
円
が
肥
前
名
護
屋
へ
の
陣
中
見
舞
等
に
出
か
け
て
お
り
、
そ
れ
が
上
京
を
代
表
し
て
の
も
の
で
あ
る
」
と
し

て
、
「
浄
濃
州
が
「
上
京
レ
ベ
ル
の
存
在
偏
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
各
《
丁
寧
》
を
基
盤
と
す
る
《
惣
町
》
年
寄
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
松
原
法
春
が
「
京
都
町
年
寄
頭
」
に
任
命
さ
れ
た
と
さ
れ
る
点
に

関
し
て
、
上
下
京
の
《
惣
町
》
年
寄
を
ま
と
め
る
頭
が
置
か
れ
た
と
捉
え
、
「
年
寄
頭
は
そ
の
申
し
分
を
ま
と
め
政
権
に
取
次
ぐ
役
職
」
で
あ

る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
豊
臣
政
権
期
の
《
惣
町
》
に
お
い
て
は
、
各
《
町
組
》
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
《
惣
町
》
を
代
表
す
る

よ
う
な
《
惣
町
》
年
寄
が
存
在
し
、
彼
ら
が
豊
臣
政
権
と
の
問
の
儀
礼
行
為
に
参
加
し
、
ま
た
政
権
側
も
彼
ら
を
通
じ
た
支
配
を
行
な
お
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
④

　
そ
し
て
杉
森
氏
は
、
町
代
に
つ
い
て
「
徳
川
政
権
が
町
組
の
年
寄
乃
至
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
有
力
者
を
掌
握
し
、
町
組
の
触
頭
と
し
て
確

定
し
」
、
「
徳
川
政
権
か
ら
町
に
至
る
基
本
的
な
支
配
ル
ー
ト
の
中
に
位
置
つ
げ
偏
た
も
の
で
あ
り
、
「
各
条
組
毎
に
～
人
つ
つ
恩
讐
と
し
て
町

代
が
設
定
さ
れ
た
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
《
町
組
》
を
基
盤
と
す
る
「
血
管
の
年
寄
」
を
各
《
町
組
》
ご
と
の
担
当
者
と
す
る
こ
と
で
、
《
町

組
》
の
枠
組
み
で
の
掌
握
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
し
か
し
、
杉
森
氏
も
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
以
上
の
町
代
に
関
す
る
分
析
は
上
京
の
町
代
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
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て
、
次
の
史
料
に
注
臣
し
た
い
。

　
　
　
⑤

【
史
料
ユ

　
急
度
申
入
候
、
血
肝
年
上
下
京
為
年
頭
御
礼
罷
下
り
候
段
、
上
京
此
前
前
回
以
前
代
御
礼
申
上
候
義
如
何
と
申
段
、

　
罷
下
り
候
聞
、
其
段
可
然
様
二
御
取
成
頼
入
存
候
、
猶
此
者
共
可
申
入
候
、
恐
々
謹
書

　
　
　
　
　
　
極
月
十
九
日

当
年
ハ
上
京
霜
融
人
も
存
候
年
寄
両
人

　
　
（
勝
重
）

板
倉
伊
賀
守

御
書
判

　
　
　
　
　
大
久
保
梱
州
様

　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

　
こ
の
史
料
は
文
政
町
代
改
儀
一
件
の
過
程
で
、
町
代
よ
り
出
さ
れ
た
証
拠
物
と
し
て
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
、
徳
川
将
軍
家
に
対
す
る
拝

謁
・
献
上
儀
礼
に
関
し
て
、
本
来
町
代
の
み
の
参
加
で
あ
り
、
所
司
代
板
倉
勝
重
の
命
に
よ
っ
て
「
人
も
存
候
年
寄
扁
も
参
加
す
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
と
す
る
主
張
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
正
確
な
年
代
や
出
さ
れ
た
背
景
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
長
頃
の
所
司
代
板
倉
勝
重
の

治
政
期
（
慶
長
八
年
（
　
六
〇
三
）
～
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
）
に
お
い
て
、
従
来
の
《
町
組
》
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
《
惣
町
》
を
代
表
し
、
統

～
政
権
と
の
間
の
儀
礼
行
為
に
参
加
す
る
よ
う
な
《
町
組
》
の
年
寄
が
町
代
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
く
中
で
、
町
代
と
は
異
な
る
門
人
も
恋
病

年
寄
」
が
新
た
に
《
町
組
》
内
に
現
れ
て
い
る
状
況
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
「
上
京
此
以
前
ハ
偏
、
「
上
京
二
業
」

と
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
上
京
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
下
京
で
は
状
況
が
、
特
に

「
人
も
存
候
年
寄
」
と
町
代
と
の
関
係
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2

そ
こ
で
、
上
京
と
比
べ
る
と
史
料
の
残
存
状
況
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
主
に
後
世
の
記
録
類
に
よ
る
被
支
配
住
人
側
の
認
識
が
申
心
と
な
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近世前・中期京都における都市行政の展開（牧）

る
が
、
下
京
に
お
け
る
町
代
と
担
当
《
町
組
》
の
展
開
を
示
し
た
［
図
］
を
も
と
に
、
所
司
代
治
世
期
の
下
京
町
代
の
系
譜
と
、
予
審
と
の
間

の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
「
与
助
扁
（
後
の
…
雲
、
町
代
田
内
家
の
初
代
と
さ
れ
る
）
と
い
う
人
物
に
、
豊
臣
政
権
期
の
所
司
代
前
田
玄
以
が
宛
て
た
年
未
詳
二
月
十

　
　
　
　
　
⑧

二
当
付
の
文
書
を
取
り
上
げ
た
い
。
前
田
電
着
は
、
与
助
に
対
し
て
、
「
公
儀
御
用
等
肝
属
道
方
之
儀
二
付
申
出
早
事
、
諸
事
下
京
之
者
共
令

墨
黒
候
、
種
々
沙
汰
之
限
二
藍
、
自
今
以
後
由
断
之
輩
、
無
用
捨
早
漏
上
候
、
五
組
之
内
難
語
何
之
与
、
悪
事
従
此
方
聞
出
候
ハ
・
、
年
寄
共

可
為
曲
事
候
間
、
万
事
不
可
有
用
捨
候
也
」
と
命
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
与
助
に
対
し
て
「
公
儀
御
用
等
井
撃
壌
方
之
儀
」
に
つ
い
て
、
「
下

京
思
者
」
の
油
断
が
無
い
よ
う
注
進
を
求
め
、
悪
事
が
露
見
し
た
際
は
、
「
五
組
」
（
中
組
・
川
西
組
・
艮
組
・
三
三
組
・
辰
巳
組
）
の
「
年
寄
共
」

の
処
罰
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
与
助
は
、
豊
臣
政
権
と
「
五
組
」
の
年
寄
、
そ
し
て
下
京
《
惣
町
》
の
枠
組
み
と
の
間
を
取
り
次
い
で

い
た
と
い
え
る
。
後
世
の
認
識
で
は
あ
る
が
、
慶
長
か
ら
寛
永
初
期
に
お
い
て
、
一
応
が
「
肝
煎
と
も
申
読
癖
二
御
座
候
蒲
御
公
用
之
取
次
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
行
っ
て
い
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
た
、
杉
森
氏
も
取
り
上
げ
て
い
る
、
駿
府
駕
輿
論
座
に
属
す
る
猪
熊
座
の
島
人
を
書
き
上
げ
た
慶
長
十
八
年
（
皿
六
十
三
）
の
史
料
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
、
「
下
京
組
町
代
～
雲
」
と
並
ん
で
「
下
京
組
町
代
浄
貞
」
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近

世
初
期
の
町
代
と
し
て
、
一
雲
が
中
耕
・
川
西
組
を
、
（
場
野
）
庄
兵
衛
と
い
う
人
物
が
軸
組
・
三
軸
組
・
辰
巳
組
を
、
と
い
う
様
に
、
下
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

五
組
を
二
つ
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
担
嶺
し
た
と
す
る
後
世
の
認
識
も
あ
り
、
浄
貞
と
場
野
庄
兵
衛
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の

時
点
で
下
京
の
町
代
は
二
名
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
田
内
　
雲
（
茂
兵
衛
）
と
場
野
庄
兵
衛
に
つ
い
て
、
そ
の
出
自
を
戦
国
末
期
に
「
惣
町
結
合
の
中
核
、
上
下
京
の
寄
合
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
し
て
重
要
な
役
捌
を
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
六
角
堂
に
関
連
付
け
て
い
る
史
料
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
内
に
つ
い
て
は
「
六
角
寄
合
之
下
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

キ
亡
者
鐘
撞
杯
も
仕
候
者
」
と
し
、
場
野
は
門
六
角
堂
之
辺
二
住
居
」
し
、
そ
の
手
代
が
六
角
堂
の
鐘
を
撞
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
下
京

に
お
け
る
成
立
期
の
町
代
に
つ
い
て
は
、
《
惣
町
》
に
基
礎
を
持
つ
存
在
が
、
所
司
代
と
の
間
で
「
御
公
用
之
取
次
」
を
行
っ
て
い
た
と
想
定
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
［
園
］
か
ら
注
意
さ
れ
る
点
と
し
て
、
近
世
初
期
の
下
京
に
お
け
る
町
代
は
、
豊
臣
政
権
期
に
は
一
名
、
慶
長
か
ら
寛
永
初
期
に
は

二
名
の
町
代
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
町
組
を
担
当
し
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
町
代
の
担
当
す
る
《
町
組
》
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う

　
　
　
　
　
　
⑮

よ
う
に
、
杉
森
氏
が
明
ら
か
に
し
た
、
「
慶
長
・
元
和
期
に
は
各
町
議
毎
に
一
人
ず
つ
導
任
の
町
代
が
存
在
」
す
る
が
、
「
寛
永
期
以
降
は
一
人

の
町
代
が
同
時
に
複
数
の
町
組
を
担
当
す
る
偏
よ
う
に
な
る
と
い
う
上
京
の
展
開
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
《
惣

町
》
に
基
礎
を
持
つ
存
在
が
揚
蓋
者
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
下
京
で
は
《
惣
町
》
の
枠
組
み
で
の
掌
握
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考

え
る
。

3

近世前・中期京都における都市行政の展開（牧）

　
次
に
、
右
の
こ
と
か
ら
、
下
京
で
は
「
五
組
」
（
擾
乱
・
規
二
二
・
畏
組
・
三
町
組
・
辰
巳
組
）
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
た
戦
下
期
以
来
の

　
　
⑯

《
町
組
》
組
織
と
、
町
代
の
「
公
儀
御
用
」
な
ど
支
配
に
関
わ
る
区
画
は
同
じ
枠
組
み
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

つ
い
て
、
寛
永
～
寛
文
期
の
下
京
町
代
を
め
ぐ
る
展
開
か
ら
、
《
町
組
》
組
織
と
町
代
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。

　
ま
ず
、
寛
永
期
（
一
六
二
西
～
一
六
四
四
）
に
「
田
内
者
組
町
へ
之
勤
段
々
悪
敷
御
座
候
、
因
之
組
々
之
年
寄
衆
相
談
之
上
二
而
、
田
内
二
暇

を
遣
シ
可
申
二
相
極
リ
鼠
紙
付
、
段
々
相
詫
雲
量
得
共
、
陰
癬
年
寄
中
承
引
無
之
捨
置
捨
有
之
、
蝋
紙
に
も
口
々
意
々
二
瀬
、
当
川
西
組
も
弐

ツ
に
捌
レ
、
中
組
も
弐
ツ
ニ
割
申
面
々
別
々
之
様
に
成
申
候
」
と
、
勤
向
き
が
問
題
と
さ
れ
た
田
内
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
田
内
担
当
の
中
組

と
川
西
市
が
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
（
中
十
町
組
と
中
九
町
組
・
絹
西
十
六
町
組
と
絹
西
九
町
組
）
に
分
裂
す
る
。
そ
し
て
、
分
裂
し
た
内
、
中
十
町
鳶
と

川
西
十
六
気
組
で
は
、
当
時
上
京
上
一
条
組
の
町
代
で
あ
っ
た
松
原
長
右
衛
門
が
「
五
方
宜
敷
」
と
い
う
の
で
、
松
原
を
町
代
と
し
、
寛
永
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
（
一
六
三
三
）
十
皿
月
三
無
、
松
原
か
ら
一
札
を
取
り
、
「
溜
分
之
儀
惣
町
中
累
計
ら
ゐ
次
第
」
、
「
惣
町
中
御
気
二
遣
戸
ハ
・
一
ケ
年
、
ニ
ケ

年
二
而
も
下
京
之
町
代
仕
島
隠
候
」
な
ど
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
組
に
お
い
て
は
、
「
受
方
宜
敷
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
ら
の
組
織
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と
関
係
の
薄
い
人
物
と
の
問
で
、
「
一
札
」
と
い
う
形
に
よ
っ
て
町
代
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
所
司
代
牧
野
親
成
治
政
期
の
明
暦
年
中
（
一
六
五
五
～
～
六
五
七
）
、
田
内
・
場
野
・
松
原
の
三
人
の
町
代
が
、
「
公
儀
之
背
御
意
、

御
役
所
へ
出
撃
敷
由
」
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
公
儀
用
難
弁
候
」
と
し
て
、
下
京
の
年
寄
中
よ
り
「
三
人
之
者
共
之
下
町
代

共
を
遣
ひ
申
度
」
と
願
い
、
「
勝
手
次
第
」
と
さ
れ
た
た
め
、
中
十
町
組
と
川
西
十
六
町
組
で
は
、
松
原
の
下
町
代
、
山
内
勘
右
衛
門
を
町
代

と
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
田
内
・
場
野
・
松
原
の
歎
願
も
あ
り
、
不
順
の
年
寄
中
は
「
蒙
同
属
気
候
三
人
之
町
代
共
御
下
悲
二
御
赦

免
」
の
訴
訟
を
行
い
、
結
果
、
田
内
・
松
原
は
赦
免
、
場
野
は
追
放
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
田
内
は
引
き
続
き
中
九
他
県
と
川
西
九
町
組

を
、
松
原
は
中
十
町
組
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
用
禰
十
六
本
組
は
野
臥
町
代
之
義
混
乱
可
仕
」
と
し
て
訴
訟
に
出
ず
、
山
内
が
町
代
と
な
っ
た
）
。

そ
し
て
、
追
放
さ
れ
た
場
野
の
担
当
の
内
、
艮
組
と
三
町
組
で
は
、
場
野
の
下
町
代
で
あ
っ
た
山
中
仁
兵
衛
と
奥
田
佐
兵
衛
が
、
辰
巳
組
で
は

　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

石
垣
市
右
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
町
代
と
な
り
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
、
各
組
に
対
し
て
～
札
が
出
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
際
に
、
艮
・
辰
巳
澗
組
よ
り
所
司
代
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

門
史
料
2
】

　
下
京
等
分
四
組
先
規
よ
り
割
付
御
座
候
聞
、
此
四
組
と
し
て
御
江
戸
御
年
頭
之
御
礼
二
も
四
組
之
年
寄
共
隔
年
二
罷
下
御
礼
相
勤
申
候
、
左
様
二
御
座
候
得

　
共
辰
巳
組
と
申
者
町
鼠
食
弐
拾
町
除
り
二
御
座
候
故
、
此
分
と
し
て
御
江
戸
江
罷
下
り
御
年
頭
相
勤
可
蚕
繭
も
、
又
々
小
藩
与
ヲ
割
、
町
代
壱
人
抱
御
公
儀

　
様
御
町
等
相
務
さ
セ
紅
絹
様
も
無
御
座
候
下
付
乍
揮
言
上
世
事
、
只
今
迄
庄
兵
衛
用
等
承
り
下
墨
組
と
巽
と
之
陸
餌
郡
県
両
露
盤
春
分
ケ
被
為
成
被
為
御
付

　
被
下
候
ハ
・
難
有
可
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
つ
ま
り
、
下
京
の
「
四
組
」
の
中
で
町
数
の
少
な
い
辰
巳
組
は
、
こ
れ
ま
で
単
独
で
は
「
御
江
戸
御
年
頭
之
御
礼
」
に
参
加
し
た
り
、
町
代

を
召
し
抱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
艮
組
と
辰
巳
組
と
に
分
か
れ
て
こ
れ
ら
の
事
を
行
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、
辰
巳
組
や
艮
組
と
い
っ
た
先
行
す
る
《
町
組
》
組
織
の
枠
組
み
と
、
「
御
江
一
戸
御
年
頭
之
御
礼
」
、
「
町
代
壱
人
抱
御
公
儀
様
御
用
等
相
務

さ
セ
」
の
単
位
で
あ
る
支
配
権
力
と
の
問
の
支
配
…
被
支
配
の
関
係
に
お
い
て
機
能
す
る
枠
組
み
は
岡
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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近世前・中期京都における都市行政の展開（牧）

そ
し
て
、
町
代
の
設
定
と
も
関
わ
っ
て
、
支
配
に
関
わ
る
区
画
を
二
つ
に
分
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
所
司
代
に
対
し
て
願
い
出
る
と
い
う
形
を

と
っ
て
お
り
、
町
代
の
設
定
が
町
代
と
《
裂
果
》
（
年
寄
）
の
間
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
〔
所
司
代
一
町
代
1
《
町
組
》
〕
の
闘
で
の
問
題
で

も
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
、
下
京
町
代
の
展
開
の
分
析
か
ら
は
、
杉
森
氏
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
京
の
展
開
と
異
な
り
、
成
立
期
に
お
い
て
は
、
ま
ず
《
惣
町
》

の
枠
組
み
で
設
定
さ
れ
、
後
に
複
数
の
区
画
に
分
劉
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
う
し
て
分
霊
さ
れ
た
町
代
の
担

当
す
る
区
画
と
先
行
す
る
《
町
組
》
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
寛
永
か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
、
所
司
代
へ
の
願
い
出
、
あ
る
い
は
一
札
と

い
う
形
を
通
じ
て
、
後
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
下
京
に
お
い
て
は
、
「
人
も
存
候
年
寄
偏
、
す
な
わ
ち

《
町
組
》
を
基
盤
と
し
な
が
ら
《
惣
町
》
を
代
表
す
る
年
寄
と
、
《
粗
雑
》
組
織
と
は
異
な
る
区
画
で
支
配
に
関
わ
る
町
代
と
は
、
当
初
よ
り

異
な
る
枠
組
み
を
基
盤
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
【
史
料
1
扁
に
見
る
よ
う
な
事
態
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し

か
し
、
上
京
・
下
京
、
と
も
に
共
通
し
て
、
《
町
長
》
組
織
と
町
代
と
の
間
で
一
札
を
通
じ
た
対
応
関
係
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

所
罰
代
の
支
配
政
策
の
申
で
は
、
〔
所
司
代
一
町
代
1
《
町
組
》
〕
と
い
う
構
造
が
志
向
さ
れ
、
《
惣
町
》
の
枠
組
み
は
棚
上
げ
に
さ
れ
る
方
向

性
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
展
開
を
考
え
る
時
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

①
　
河
内
将
芳
羅
上
京
地
下
人
縣
「
下
京
地
下
人
」
よ
出
町
幕
府
関
係
史
料
を
中

　
心
に
：
」
（
同
噸
中
慢
京
都
の
民
衆
と
社
会
隔
、
無
文
懇
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
・

　
初
出
～
九
九
三
年
）
…
一
七
三
～
二
七
四
・
二
七
八
頁
。

②
前
掲
は
じ
め
に
註
⑮
杉
森
哲
也
「
町
代
の
成
立
」
一
八
八
頁
。

③
朝
罷
直
弘
羅
洛
中
洛
外
町
続
偏
の
成
立
i
京
都
町
触
の
前
提
と
し
て
の

　
一
」
（
前
掲
噸
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
六
巻
　
近
世
都
市
論
臨
、
初
筆
一
九
九
六

　
年
）
二
九
醐
翼
。

④
前
掲
は
じ
め
に
註
⑮
杉
森
哲
也
門
町
代
の
成
立
扁
二
〇
八
頁
。

⑤
「
町
代
共
6
御
役
所
様
年
頭
御
拝
礼
由
来
書
書
立
差
上
候
写
」
（
善
長
寺
町
文

　
書
・
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
を
使
用
）
、
「
御
役
所
様
へ
組
々
6
差
上
候

　
御
判
物
類
其
他
証
拠
物
偏
（
前
掲
善
長
寺
町
文
書
）
な
ど
、
町
代
改
儀
一
件
に
際

　
し
作
成
さ
れ
た
史
料
の
中
に
轡
き
写
さ
れ
て
い
る
。

⑥
徳
川
樗
軍
家
と
の
聞
の
儀
礼
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑱
拙

　
稿
「
近
世
京
都
に
お
け
る
都
市
秩
序
の
変
容
」
を
参
照
。

⑦
寛
政
四
年
（
一
七
九
㎝
…
）
の
「
寛
政
四
寒
冬
、
全
体
ケ
様
被
申
儀
急
与
御
承
知

　
置
、
｛
且
折
在
之
候
ハ
・
何
卒
此
趣
二
も
被
仰
上
被
下
候
藁
薦
之
、
茶
屋
四
郎
次
郎

　
へ
於
江
芦
内
々
指
出
置
候
書
付
蔽
う
つ
し
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
・
古
久

　
保
家
文
書
）
と
い
う
史
料
に
記
さ
れ
た
町
代
の
由
緒
で
は
、
元
涌
四
年
（
一
六
一
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八
）
に
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
が
、
宛
名
の
大
久
保
相
州
を
忠
隣
と
考
え
る
と
年

　
代
が
合
わ
ず
、
俄
に
は
従
え
な
い
。

⑧
贋
下
古
京
御
朱
印
井
御
判
之
物
類
留
」
（
前
掲
善
長
寺
町
文
轡
）
、
讐
上
下
京
驚
々

　
古
書
鴫
細
記
扁
（
京
都
国
立
憾
物
館
寄
託
・
二
九
町
組
文
書
）
な
ど
に
轡
き
写
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ゑ
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
別
巻
二
漏

　
（
轡
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
二
五
六
号
（
以
下
、
糊
町
触
糊
…
二
尉
二
五
六
）
を

　
使
用
し
た
。

⑨
「
町
代
場
野
庄
兵
衛
申
伝
書
挿
田
内
｝
雲
串
伝
再
調
轡
扁
（
長
刀
鉾
町
文
書
・
京

　
都
甫
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
を
使
用
）
。

⑩
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
・
壬
生
文
轡
（
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
架
蔵
写

　
真
版
を
使
胴
）
。

⑪
慾
掲
『
京
都
町
触
集
成
別
巻
二
』
の
内
に
は
、
所
司
代
板
倉
勝
重
か
ら
瀕
貞

　
へ
宛
て
ら
れ
た
町
触
が
存
在
す
る
（
三
〇
五
・
三
〇
八
号
）
。

⑫
「
五
組
中
6
続
代
調
御
答
」
（
鶴
掲
善
長
寺
町
文
書
）
。

⑬
高
橋
康
夫
「
町
堂
と
銭
湯
と
町
衆
」
（
嗣
『
京
町
家
・
千
年
の
あ
ゆ
み
一
都

　
に
い
き
つ
く
住
ま
い
の
原
型
臨
、
学
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
・
初
出
…
九
九
四

　
年
）
　
一
瓢
上
価
～
～
閲
工
ハ
頁
。

⑭
前
掲
第
…
章
註
⑨
「
町
代
場
騒
庄
兵
衛
申
伝
轡
井
沼
内
｝
雲
申
伝
再
調
轡
」
。

　
さ
ら
に
、
前
掲
第
｝
章
註
⑬
高
橋
康
央
門
町
堂
と
銭
湯
と
町
衆
」
で
は
、
「
六
角

　
堂
の
鐘
を
撞
く
役
割
は
、
場
の
町
の
も
の
が
毎
年
勤
め
る
と
定
ま
っ
て
い
た
偏

　
（
…
四
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
場
野
」
庄
兵
衛
と
の
関
係
も
推
定
さ
れ

　
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑮
前
掲
は
じ
め
に
註
⑮
杉
森
哲
也
「
町
代
の
系
譜
」
二
四
一
頁
。

⑱
河
内
将
芳
氏
（
前
掲
第
～
章
註
①
河
内
将
芳
「
「
上
京
地
下
人
一
「
下
京
地
下

　
人
扁
」
）
や
早
島
大
祐
筑
（
「
戦
国
期
京
都
の
惣
瞬
と
町
紐
」
（
同
『
酋
都
の
経
済
と

　
室
鰐
幕
府
隔
、
吉
川
弘
文
館
、
一
δ
〇
六
年
）
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
《
町
組
》
に
お

　
け
る
共
岡
体
の
成
立
は
戦
国
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。

⑰
　
「
下
古
京
委
細
眼
」
（
関
西
大
学
総
合
図
書
館
蔵
・
高
辻
堀
之
内
町
加
舎
家
文

　
書
）
、
「
京
都
旧
記
録
」
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
）
な
ど
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る

　
「
下
京
町
代
之
覚
」
と
い
う
記
事
に
よ
る
。

㊥
　
門
寛
永
十
年
十
月
中
拾
町
、
嗣
九
町
、
川
西
宛
町
代
一
札
」
（
前
掲
善
長
寺
町
文

　
書
）
な
ど
、
町
代
韓
語
一
件
関
係
史
料
や
「
京
都
旧
記
録
偏
と
い
う
旧
記
な
ど
各

　
種
の
史
料
に
轡
き
写
さ
れ
て
い
る
。

⑲
宇
佐
美
氏
の
指
摘
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑫
宇
佐
美
英
機
「
板
倉
二
一
力
条
に
関

　
す
る
二
・
三
の
問
題
」
…
六
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
、
石
垣
市
右
衛
門
は
、
寛
文
九

　
年
（
…
六
六
九
）
の
時
点
で
、
川
酒
十
六
瞳
組
の
高
辻
堀
之
内
町
に
住
ん
で
い
た

　
こ
と
が
わ
か
り
（
〔
家
数
井
間
口
之
覚
帳
〕
（
前
掲
高
辻
堀
之
内
町
加
會
平
文
轡
）
）
、

　
そ
の
出
自
と
し
て
、
握
当
す
る
巽
組
と
は
関
係
の
薄
い
、
川
西
十
六
町
組
の
高
辻

　
堀
之
内
町
の
住
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑳
「
寛
文
六
年
三
月
七
月
上
艮
組
之
願
書
、
町
代
葉
状
」
（
前
掲
善
長
寺
町
文
書
）
、

　
門
永
代
重
宝
京
都
家
塾
叢
記
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
・
三
井
高
夏
山
収
集
史

　
料
）
な
ど
に
早
き
写
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
晶
用
器
第
…
章
轟
砒
⑳
幽
栖
兇
文
辞
ハ
年
瓢
一
月
七
月
卜
山
面
組
傷
寒
轟
轡
、
　
町
代
甑
硝
状
」
、
　
「
下

　
京
古
町
之
記
」
（
京
都
大
学
文
学
部
國
書
室
蔵
）
な
ど
に
轡
き
写
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
こ
こ
で
「
四
組
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
町
組
が
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
儀

　
礼
に
は
参
加
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
軸
組
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
内

　
に
は
長
刀
鉾
欝
を
含
み
、
中
心
部
に
位
概
す
る
古
格
を
誇
る
驚
組
で
あ
る
が
、
詳

　
細
は
不
明
で
あ
る
。

㊧
　
朝
尾
直
弘
氏
は
、
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
松
原
法
語
が
任
命
さ
れ
た
「
町
年
寄

　
頭
」
の
地
位
に
、
「
呉
服
所
商
入
の
茶
屋
曝
郎
次
郎
を
遣
き
、
年
寄
を
棚
上
げ
に

　
し
て
実
質
は
町
代
を
つ
う
じ
た
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
の
意
思
」
が
認
め
ら
れ
、

　
「
惣
町
を
ぬ
き
に
し
て
町
紐
を
把
握
幽
す
る
も
の
と
評
価
す
る
（
前
掲
第
【
章
註

　
③
朝
尾
直
弘
増
洛
中
洛
外
町
続
」
の
成
立
」
二
九
六
頁
）
。
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第
二
章
　
町
代
（
仲
間
）
の
行
政
処
理

1
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前
章
で
み
た
よ
う
に
、
所
司
代
の
治
政
の
も
と
、
町
代
は
被
支
配
住
人
と
の
問
で
「
公
儀
御
用
」
の
取
次
に
関
わ
っ
た
。
本
章
で
は
、
所
司

代
、
京
都
町
奉
行
所
（
寛
文
八
年
（
ニ
ハ
六
八
）
以
降
）
と
被
支
配
住
人
の
間
で
処
理
さ
れ
る
「
公
儀
御
用
」
の
具
体
的
な
内
容
と
、
そ
れ
が
処

理
さ
れ
る
圓
路
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
所
司
代
治
世
期
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
町
触
の
宛
所
に
町
代
が
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
「
触
頭
」
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
京
都
町
触
集
成
　
別
巻
二
』
に
掲
載
さ
れ
た
町
代
宛
て
の
文
書
か
ら
は
、
町
人
足
の
賦
課
、
入
札
、
触
達
、

公
家
に
対
す
る
賄
米
の
二
条
御
蔵
よ
り
の
受
取
な
ど
様
々
な
事
柄
に
関
わ
っ
て
、
所
司
代
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、

　
　
　
　
③

武
家
の
宿
所
に
関
わ
る
行
政
処
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
「
宿
手
形
」
が
注
臣
さ
れ
る
。

　
　
　
④

【
史
料
3
】

　
　
（
板
倉
重
宗
割
印
）

　
当
町
か
き
や
市
三
郎
家
桜
井
伊
掃
黒
頭
殿
内
長
野
十
郎
左
衛
門
煩
為
養
性
、
当
座
借
鼠
壁
儀
、
庄
兵
衛
依
理
不
苦
、
秘
計
帰
国
者
、
此
手
形
可
為
反
古
者
也

　
（
｝
六
羅
一
）

　
寛
永
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
（
板
倉
重
宗
V

　
　
正
月
廿
↓
ハ
円
［
　
　
閑
周
防
　
　
　
（
里
…
印
）

　
　
　
富
小
路
通

　
　
　
　
福
長
町

　
　
　
　
　
　
年
寄
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肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
町
代

　
こ
の
よ
う
な
「
宿
手
形
」
の
宛
所
に
福
長
町
の
町
年
寄
と
並
ん
で
町
代
と
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
文
申
の
「
庄
兵
衛
」
は
、
福
長
町
は

艮
組
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
で
触
れ
た
場
野
庄
兵
衛
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
町
代
の
「
理
」
と

い
う
取
次
に
よ
っ
て
、
武
家
の
町
中
で
の
宿
所
の
許
可
と
い
う
、
所
司
代
行
政
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ユ6（264）

2

　
寛
文
八
年
以
降
、
所
司
代
よ
り
市
中
支
配
の
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
京
都
町
奉
行
の
治
政
の
も
と
、
「
町
代
仲
間
偏
と
い
う
形
で
位
置
づ
け
ら

れ
た
町
代
（
仲
間
）
の
京
都
町
奉
行
所
行
政
に
対
す
る
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
京
都
町
奉
行
設
置
と
岡
時
に
町
代
か
ら
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

せ
た
「
町
代
役
之
覚
」
と
い
う
職
務
規
程
や
町
触
な
ど
に
注
目
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
町
代
日
記
」
を
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
⑦

締
し
、
具
体
的
な
行
政
処
理
の
過
程
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
「
町
代
日
記
」
に
つ
い
て
は
、
塚
本
明
氏
、
山
田
洋
一
氏
に
よ
っ
て
、
現
在
残

さ
れ
て
い
る
「
町
代
日
記
」
の
タ
イ
プ
分
け
や
内
容
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
「
基
本
的
に
町
方
と
町
奉
行
所
（
与
力
〉
と

の
関
係
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
町
代
に
と
っ
て
、
両
者
の
間
を
取
り
次
ぐ
立
場
か
ら
記
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
「
京
都
町
奉
行
所
番
所
（
公
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

番
所
）
下
町
代
勤
番
日
記
」
で
あ
る
A
タ
イ
プ
の
内
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
と
貞
事
四
年
（
一
六
八
七
）
の
「
町
代
日
記
」
を
使
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
「
町
代
日
記
」
に
は
、
当
番
の
下
町
代
に
よ
っ
て
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
に
関
す
る
事
項
が
、
町
代
の
動
向
を
中
心
に
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
「
町
代
日
記
」
の
記
事
に
つ
い
て
内
容
を
分
類
し
た
も
の
が
【
表
1
］
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
記
事
分
類
に
従
い
な
が
ら
、
具
体
的

に
町
代
の
日
常
的
な
行
政
処
理
に
関
わ
る
活
動
を
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
A
［
町
代
（
仲
間
）
自
身
の
活
動
］
と
し
て
は
、
「
夜
廻
り
」
、
「
町
廻
り
」
、
変
死
体
の
「
検
使
」
、
与
力
の
見
分
へ
の
随
行
や
、
与

力
へ
の
報
告
、
及
び
与
力
よ
り
命
じ
ら
れ
た
調
査
に
対
す
る
返
答
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
B
［
公
事
訴
訟
に
関
わ
る
事
実
関
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［表1］　彫代罷記の記事分類

A一［町代（仲間）自身の活動］

B一瞬事訴訟に関わる事実関係］

C一［与力→町代一一・被支配往人］

D一［被支醜住入・→i町代→与力］

E一［その他］

a…夜廻り・町廻り

b…杉ミ4爽

C…与力の見分への随行

d…与力より命じられた調査などに対する報告

e…仰付（与力より町代へ命じられた御用の処理）

f…儀礼関係

…審理・裁許など

a…触（入札触など）

b…呼物（御用・裁許の申渡など）

c…葱∫財寸（根場書・身体書の提鐵，武士の寄宿など，与力より被

　　支配住人へ命じられた御爾の松達）

d…轡状の配達

断書・願書

＊「廻…宝三三卯春日記」（京都府立総合資料館蔵古久保家文書）・「貞享四ijfi歳春諸B記達（松野公明氏灰蔵文書，京都

市歴史資料館架蔵写真版）の記事を分類

係
］
と
し
て
、
京
都
町
奉
行
が
聞
い
た
公
事
訴
訟
の
数
な
ど
審
理
に
関
わ
る
も
の

と
、
裁
許
の
内
容
を
記
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
以
外
の
活
動
は
、
ほ
ぼ
〔
京
都
町
奉
行
所
（
与
力
）
1
町
代
一

《
個
別
町
》
（
町
年
寄
一
町
佳
人
）
〕
の
関
係
に
お
け
る
事
務
の
処
理
で
あ
る
。
ま

ず
、
C
［
与
力
↓
町
代
↓
町
住
人
］
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
こ
の
関
係
で
は
、
C
l
a
触
達
（
入
札
触
な
ど
）
の
伝
達
ル
ー
ト
に
関
わ

　
　
⑳

る
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
事
例
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
4
】

　
　
・
貞
享
四
年
西
月
十
五
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
芦
宰
相
殿
家
来
　
山
辺
右
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
相
川
伝
八

　
　
　
右
者
今
度
　
御
即
位
御
祝
儀
使
被
申
付
、
上
京
仕
候
、
在
京
中
致
借
宅
候
閾
、
宿

　
　
　
御
証
文
被
下
候
様
、
奉
頼
候
、
以
上

　
　
　
　
貞
享
四
年
卯
四
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
元
佐
五
右
衛
門
印

　
　
　
　
（
京
都
晦
奉
行
弁
上
正
貞
）

　
　
　
　
井
上
志
摩
守
様

　
　
　
　
　
御
役
人
衆
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
立
売
通
油
小
路
東
へ
入
西
大
路
町
結
梗
屋
又
作
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
右
衛
門
尉
本
宿
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（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）

　
　
　
　
　
　
右
之
御
宿
無
相
違
仕
候
様
二
申
難
解
へ
と
、
平
塚
彦
右
衛
門
様
被
仰
付
候
、
支
配
方
へ
申
遣
候

　
　
・
貞
享
四
年
四
月
二
十
磁
条

　
　
　
　
｝
、
本
多
下
野
守
家
来
水
野
四
郎
右
記
門
与
申
者
、
今
度
就
御
即
位
御
太
刀
献
上
之
為
使
者
罷
越
候
、
大
宮
通
仏
光
寺
下
ル
町
針
屋
町
丹
波
屋
彦
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）

　
　
　
　
家
二
、
五
六
日
之
間
借
用
証
文
不
及
宿
熱
型
得
と
、
小
川
甚
左
衛
門
様
被
御
付
候
、
右
之
御
支
配
方
へ
金
遣
候

　
　
・
延
宝
三
年
閏
四
月
二
十
四
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）

　
　
　
　
一
、
松
平
大
膳
大
央
様
御
屋
敷
之
留
守
居
井
上
平
右
衛
門
殿
へ
飯
室
十
右
衛
門
様
6
御
状
筆
遣
候
、
宿
証
文
幽
来
仕
候
間
、
明
朝
取
二
御
出
可
被
成
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晦
代
）

　
　
　
　
被
仰
遣
候
由
、
不
及
返
事
ニ
ハ
候
間
、
此
状
相
届
ケ
候
へ
と
被
仰
候
型
付
、
影
壁
左
衛
門
殿
へ
も
た
セ
遣
候

　
　
・
延
宝
三
年
五
月
一
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
代
）

　
　
　
　
～
、
立
花
左
近
様
呉
服
所
ふ
し
屋
六
兵
ヘ
ニ
宿
御
証
文
出
来
候
問
唯
今
取
二
参
候
へ
と
飯
室
十
右
衛
門
殿
被
御
話
二
付
、
六
丁
町
久
兵
へ
殿
へ
申
遣
f

　
右
の
記
事
か
ら
は
、
武
士
が
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
上
使
な
ど
の
形
で
上
京
し
、
町
人
地
に
寄
宿
す
る
に
あ
た
っ
て
、
京
都
町
奉
行
所
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

聞
で
の
「
宿
手
形
」
の
発
給
、
（
あ
る
い
は
「
京
都
町
奉
行
所
書
札
覚
書
扁
に
、
「
奉
公
人
在
京
潜
時
五
三
量
逗
留
之
由
断
有
之
跳
者
、
町
代
を
以
其
町
中
へ

致
宿
上
様
二
申
付
事
茂
有
之
扁
と
あ
る
よ
う
に
、
「
宿
手
形
」
の
発
給
の
無
い
際
の
町
中
へ
の
指
示
）
、
こ
れ
に
関
す
る
「
呉
服
所
」
の
町
人
を
通
じ
た
書

状
の
配
達
と
い
う
よ
う
な
事
務
処
理
に
つ
い
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
【
史
料
3
】
に
見
た
、
所
司
代
治
世
期
の
町
代
の
機
能
を

引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
統
一
権
力
に
よ
る
体
制
的
な
分
業
編
成
の
重
要
な
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
中
で
行
わ
れ

る
京
都
町
奉
行
所
の
行
政
に
お
い
て
、
与
力
が
宿
所
や
「
呉
服
所
」
と
な
る
住
人
に
ア
ク
セ
ス
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
支
配
方
」
の
町
代
が

取
り
次
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
に
も
、
「
支
配
方
」
の
町
代
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。

18 （　266　）
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【
史
料
5
】

　
　
・
貞
享
四
年
三
月
八
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i

　
　
　
　
…
、
高
瀬
新
屋
敷
市
之
町
捨
子
之
儀
二
付
御
用
有
之
候
間
、
年
寄
町
中
二
今
町
九
ツ
時
分
二
参
候
へ
と
、
松
井
善
右
衛
門
殿
被
　
仰
付
候
二
付
、
御
支

　
　
　
　
配
方
へ
申
遣
し
候

　
　
・
延
宝
三
年
二
月
四
日
条

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
（
町
代
）

　
　
　
姻
配
　
　
　
　
　
　
請
負
指
物
屋

　
　
　
　
一
、
縢
洞
院
通
お
い
け
の
角
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
右
衛
門

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
卯
二
月
四
日

　
　
　
右
ハ
禁
裏
御
道
具
請
負
人
身
躰
書
也
、
支
配
6
い
つ
も
の
通
取
候
へ
と
被
御
付
候

　
　
・
延
宝
三
年
閏
四
月
二
十
二
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
与
力
）

　
　
　
　
～
、
永
井
右
近
殿
御
留
居
篠
原
伊
左
衛
門
殿
へ
　
村
上
帝
兵
へ

　
　
　
　
［
〕
丹
後
宮
灘
幽
一
歴
町
鮨
屋
茂
右
衛
…
門
　
　
　
村
上
市
兵
へ

　
　
　
右
爾
通
之
状
御
出
し
候
へ
と
、
右
近
様
留
守
居
伊
左
衛
門
殿
江
其
支
配
6
届
ケ
承
候
へ
と
て
御
出
被
成
候

　
こ
の
よ
う
な
、
C
l
b
呼
物
（
御
用
、
裁
許
の
申
渡
な
ど
）
、
C
…
c
仰
付
（
相
場
書
・
身
体
書
の
提
出
、
武
士
の
宿
な
ど
）
、
C
…
d
書
状
の
配
達

な
ど
と
し
て
分
類
し
た
事
務
処
理
に
際
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
部
を
付
し
た
よ
う
に
、
［
与
力
↓
町
代
↓
町
住
人
］
と
い
う
関
係
の
中
で
、

「
支
配
」
と
い
う
雷
葉
が
見
ち
れ
る
。
こ
れ
は
、
町
代
が
《
町
長
》
ご
と
に
担
当
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。

　
こ
の
町
代
の
「
支
配
」
に
関
連
し
て
「
指
口
」
・
「
差
口
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
梢
場
毎
日
詞
書
葦
囲
さ
セ
明
後
十
七
日
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（
町
代
）

二
上
ケ
候
へ
と
章
草
二
様
二
付
、
指
口
大
宮
通
松
原
下
ル
丁
鳥
羽
屋
与
兵
衛
方
こ
て
、
御
支
配
彦
兵
衛
殿
へ
申
遣
し
候
」
（
貞
享
西
年
二
月
十
五
翫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

条
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
正
徳
元
年
（
～
七
＝
）
の
「
町
代
日
記
」
に
は
、
「
毎
日
京
都
相
場
書
相
認
さ
セ
、
～
両
日
中
二
差
上
ケ
候
撃
壌
与
渡

　
　
（
与
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
代
）

愚
心
五
左
衛
門
様
被
仰
付
候
、
星
歴
差
口
千
本
通
話
辻
下
ル
豊
丸
や
庄
兵
衛
・
同
町
丸
や
長
三
郎
両
人
組
合
壁
付
、
早
速
小
早
川
新
四
郎
殿
方
へ
申
遣
ス
／
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
代
）

申
楽
心
得
共
、
再
認
違
候
由
二
蒲
、
又
々
古
久
保
勘
左
衛
門
殿
へ
申
遣
ス
偏
（
正
徳
兀
年
十
二
月
十
日
条
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
指
口
」
と
い
う
表
現

は
、
与
力
が
町
住
人
に
対
し
て
行
う
指
示
を
町
代
が
取
り
次
ぐ
に
際
し
、
指
示
を
受
け
る
町
住
人
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
、
貞
享
四
年

の
場
合
、
「
指
口
」
で
あ
る
「
鳥
羽
屋
与
兵
衛
」
の
住
む
「
大
宮
通
松
原
下
ル
丁
扁
が
所
属
す
る
《
町
組
》
（
川
西
九
町
組
）
に
対
応
し
て
田
内

彦
兵
衛
が
「
支
配
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
正
徳
元
年
の
事
例
で
は
「
差
口
違
」
の
際
に
は
「
支
配
扁
の
町
代
が
替
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、

「
指
口
」
も
《
町
組
》
ご
と
の
町
代
の
「
支
配
扁
と
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
の
よ
う
な
「
支
配
偏
、
「
指
口
」
を
通
じ
た
町
代
と
《
町
着
》
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
美
氏
が
、
「
町
代
の
支
配
全
数
、
給
下
等
」
に

関
し
て
、
「
元
禄
期
か
ら
次
第
に
町
代
の
行
政
事
務
が
町
奉
行
所
に
よ
っ
て
把
握
整
理
」
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
成
立
期
以
来

の
一
札
を
通
じ
た
《
町
組
》
と
町
代
の
関
係
を
、
京
都
町
奉
行
所
が
利
用
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ
こ
で
は
、

第
一
章
で
み
た
よ
う
な
組
織
と
し
て
の
《
町
組
》
の
関
わ
り
は
失
わ
れ
、
《
豊
野
》
は
あ
く
ま
で
「
支
配
」
の
区
画
と
し
て
京
都
町
奉
行
所
行

政
の
申
で
捉
え
返
さ
れ
て
い
た
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
続
い
て
、
D
［
《
個
別
町
》
（
町
住
人
i
町
年
寄
）
↓
町
代
↓
与
力
（
京
都
町
奉
行
所
）
］
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
山
田
氏
も
「
町
か
ら
の
家
出
、
火
事
、
自
殺
等
の
諸
届
で
あ
る
「
断
り
」
の
記
事
が
圧
倒
的
に
多
い
」
と
さ
れ
る
よ

う
に
、
住
人
か
ら
の
「
断
り
濾
に
関
わ
る
記
事
で
あ
り
、
「
町
代
日
記
」
の
多
く
の
部
分
を
占
め
る
。
例
え
ば
、
次
の
史
料
は
、
延
宝
三
年
の

「
町
代
日
記
」
に
記
さ
れ
た
断
書
の
一
つ
で
あ
る
。

【
史
料
6
】
（
廷
宝
三
年
二
月
十
五
臓
条
）

　
　
　
　
　
　
乍
恐
欝
付
差
上
ケ
申
候
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…
、
上
木
下
町
ぬ
し
遷
甚
丘
ハ
へ
と
申
者
之
凝
縮
庸
愚
へ
灰
ヲ
捨
麗
申
所
、
灰
6
火
出
藩
候
蒲
藪
垣
弐
尺
ほ
と
も
へ
藩
候
故
早
速
け
し
申
候
、
昨
冒
六
瞬

　
　
　
　
之
七
つ
過
二
薦
御
座
候
、
為
御
断
書
付
差
上
ケ
申
候

　
　
　
　
　
延
宝
三
年
卯
三
月
七
曝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
木
下
町
年
寄
七
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
事
略
）

　
　
　
　
　
御
奉
行
様

　
町
内
の
火
事
に
際
し
て
、
《
惑
溺
町
》
の
町
年
寄
・
行
事
よ
り
「
御
奉
行
様
偏
に
宛
て
て
断
書
が
繊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
書
は
、
山
田
氏

　
　
⑮

の
研
究
に
あ
る
よ
う
に
、
与
力
や
町
代
一
人
が
勤
番
で
詰
め
る
番
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
、
門
史
料
6
】
の
断
書
に
対
し
て
は
、
「
亡
霊
御
取
次

戸
沢
五
兵
衛
様
被
仰
付
候
ハ
、
姦
謀
用
心
随
分
念
入
仕
候
得
と
被
管
付
候
、
安
芸
守
様
へ
も
書
付
壱
通
差
上
ケ
申
候
」
（
延
宝
三
年
二
月
十
五
隣

条
）
と
い
う
対
応
が
と
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
町
内
の
火
事
の
届
出
な
ど
、
住
人
か
ら
与
力
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
、
中
間
に
位
置
し
た
の
は
、

住
人
の
住
む
《
町
育
》
に
対
応
し
た
町
代
で
は
な
く
、
番
所
に
勤
番
す
る
町
代
が
、
あ
く
ま
で
町
代
仲
間
と
し
て
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
被
支
配
住
人
側
か
ら
は
《
個
別
町
》
の
枠
組
み
で
の
届
出
と
な
っ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
（
《
慨

別
町
》
内
に
お
け
る
町
年
寄
の
位
遣
付
け
な
ど
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
述
す
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
は
、
葭
常
的
に
〔
京
都
町
奉

行
所
…
与
力
－
町
代
…
《
個
別
町
》
（
町
年
々
－
町
佐
人
）
〕
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

3

　
そ
こ
で
、
次
に
具
体
的
な
都
市
政
策
と
し
て
、
延
宝
三
年
の
大
火
に
際
す
る
米
不
足
と
い
う
事
態
に
対
応
し
て
、
京
都
町
奉
行
所
よ
り
米
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

貸
し
与
え
た
（
以
下
「
拝
借
米
」
と
呼
ぶ
）
際
の
町
代
の
行
政
処
理
に
つ
い
て
み
て
い
ぎ
だ
い
。
［
表
2
］
は
延
宝
三
年
の
「
町
代
日
記
偏
に
お

け
る
「
拝
借
米
」
関
係
の
記
事
を
｛
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
［
表
2
］
よ
り
、
米
屋
に
対
す
る
事
前
調
査
や
、
「
支
配
」
《
町
組
》
ご
と
の
先
例
調
査
、
拝
借
米
配
分
に
関
す
る
《
個
鋼
町
》
よ
り
の
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［表2］延宝3年（167「o）の拝借米に関わる町代の行致処理

践　　付 内　　　　容 分　類
一三月朔日 米屋四五入呼候へと戸沢五兵衛様被侮付候面付、剛茂兵へ殿支配6三人……新細部殿支配6弐人……看五入出申筈

C－b

三月朔日
密輸共石候葡様子御聞被成罷帰り申候、又醐日二外之激騰瞬五人呼候へ
ﾆ被為仰付候 C－b

三月朔日 （栄などの）相場轡支配方愚息て当四臼二上ル筈 C－c

三月五日
米屋共十三人御呼被成米軍下之様子御尋課業成候へ共前二様替儀蝉簸御
ﾀ候、就其今日又相場書新四郎殿方ノ米渥6上ケ申開 C－b・c

三月十一日
先年落中へ御拝借米被為成黒米高轡付差上ケ候へと被仰付候二付御中間
?６書付差上ケ藩候 A－d

三月二十四田

山内清兵衛・田内茂兵へ→御中間衆中
u戸沢天兵衛様舞仰｛寸候ハ、先年藤年淡中御拝借米ノ晦分家数高町数高

装t融業候へと被仰｛寸候間、明朝銘々御交葭己下様御覚書被成算而御出可
妤ﾝ弱、井御支配之内御拝借米不相渡町家在之候ハ・其分吊棚仙川凹凹
o御尤候、已上」

A－d

三月二十五B
五兵へ銀被仰出様ハ、京都町中御拝借米之事、殿様二御漂蜥ハ無精候、
･江戸へ被仰遣候定弼御借可落成百聞、左様二可相心得、町代方6町之
ﾒ共へ内証知セよろこはセ候へ、乍去下之事二幅ハ無之候と被仰候

C－a

四月九日
上下京町中年盤上召出、御拝借米高弐万石、大津・大坂弐ケ所二而御渡
ｵ可被為成と得業付候、期伊賀轡様、安芸守様へ中問中同道御礼申上襲

E

四月十日
F寒雨通史之町御拝借米請取申軒数之覚」を町々6轡付取申筈二御中聞

樺k二て究り申得
A

四月十西日
米相場書当月中之米相場轡、明四つ時分二様上候へ、其外米屋共六七入
ﾄ候へと五兵へ幽草仰付候、下車兵へ殿．・仁兵へ殿へ申遣し候 C－b・c

四月十五日

昨日芦沢五兵へ様脚韻4寸候米之栢場轡、綾大富丁松屡久右衛門・岡丁大
ﾌ歴太右衛門・下一文字闇闇右衛門右三人之米燈衆嶽二参、五兵へ様へ
w上ケ心慮

C－c

四月十五日 上下京米歴捻弐人御呼被横倒へ而、栄高湿之段芦沢五兵へ様懲吟昧細工候 C－b

圏月二十六日
御拝借米配付御用有之候間、上京中間衆中二不残御幽晦成候様二と御両
莓�?様方機中付候故、五兵衛様早速申言候 A－e

園月二十六日
今度京都へ御拝借米之内大坂御蔵二有之九千四颪石之請取証文被仰付、
繼梺?通不残判形被成御上ケ被成候 A－e

四月二十七日

京都町中御拝借米二付大坂へ御米請取二中間6清兵へ・四郎兵へ・勘左
q門・新四郎罷下墨田、就夫御楽徽より御与力深谷六左衛門殿・石原孫
ｶ衛門殿右御両入臼向皆様御証文御持下り被成候、中間下町代与三左衛
蛛E久右衛門・茂左衛門・清右衛門右闘人以上八人罷下り候

A－e

閏四月六日

大坂6請取細蟹候御揮借米引替之手形之案文【h條佐五右衛門様御出シ被
ｬ候而、此通二前廉6認凹凹然御座候、若俄二も入用有之刻、多く加判
％�ｲかね候ヘハ、四騒乱承其趣相之臨二て御出し被成候

A－e

閏四月六臼
大坂御下鳥羽着皆済申候由、御雌蕊人様へ申上呂、便り以前二山條佐五
E衛門様も御尋被成候故同断申上候 A－e

閏［日月六日

大津櫛蔵御拝借米請取被土候御中悶連判出御証文二殿様御裏判被服成壱
ﾊ、井御蔵奉行衆へ被遣候御壕犬壱通、山條佐五右衛門様御出被成候、早
ｬ仁兵へ殿へ八兵ヘニ為持遣素躍、則跳下腿兵へ殿へも今晩門構披露被
ﾋ候様二申渡し申候

C－d

閏四月七日

大津：口御拝借米二曾、車之内糊拾輌ハ御詰米海樽二摺渡し候へと、拠条
ｲ五右衛門殿被仰付、則車年寄へ五左衛門殿・仁兵衛殿6御申渡シ候筈
轣A但霜囲利右衛門殿へ御納米謡曲

C－a

五月四日
鳥羽着之御拝借米不測京着仕融点、久兵へ殿・与兵へ殿6間断芦沢五兵
q様・石崎三郎左衛門様へ御届御座候型付、右脚逓被仰遣候 A－e

五月八翻
大津御拝借米車之内二醐拾五輌宛、明後十B6十B之間河内麗七左衛門
福ﾖ糊渡シ候得と、三条車年寄之内二郎兵衛と晒者纏菰被成被仰付候、
･権兵衛も承申候

C－b

＊「延宝三卯春日記」（京都府立総合資料館蔵古久保家文闘）を使屠
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書
付
提
出
、
大
津
の
蔵
奉
行
へ
の
書
状
の
配
達
、
拝
借
米
の
請
取
、
拝
借
米
運
搬
に
関
わ
る
車
年
寄
へ
の
申
渡
な
ど
、
こ
の
拝
借
米
に
関
わ
る

多
様
な
実
務
処
理
を
町
代
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
［
表
2
］
の
分
類
欄
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
右
に
見
た
日
常
的
な
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

処
理
の
延
長
線
上
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
四
月
十
日
条
に
記
さ
れ
る
《
個
別
町
》
か
ら
の
請
判
提
出
は
、
朝
尾
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
「
町
代
仲
間
の
相
談
に
よ
っ
て
独
自
に
決
め
た
」
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
町
代
は
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
の
〔
京
都
町
奉
行
所
一

与
力
－
町
代
…
《
個
別
町
》
（
町
年
三
－
町
住
人
）
〕
と
い
う
回
路
の
中
で
、
そ
の
位
置
付
け
を
確
実
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
拝
借
米
の
事
例
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
拝
借
米
決
定
の
報
告
が
「
触
之
事
二
而
ハ
無
之
偏
と
し
な
が
ら
「
町
代
方
6
町
之
者

共
へ
内
証
知
セ
」
（
三
月
二
＋
五
日
条
）
と
、
町
代
を
介
し
た
回
路
を
通
じ
て
「
町
内
者
共
」
へ
「
内
証
」
に
通
達
さ
れ
る
一
方
、
正
式
に
は
、

「
上
下
京
町
中
年
寄
為
召
出
、
御
拝
借
米
高
弐
万
石
、
大
津
・
大
坂
弐
ケ
所
二
而
御
渡
し
可
被
為
成
と
被
仰
付
候
」
（
四
月
九
狸
条
）
と
、
「
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

下
京
町
中
年
寄
」
を
京
都
町
奉
行
所
に
直
接
召
し
出
し
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
朝
尾
氏
は
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
拝
借
米

の
願
い
出
に
関
し
て
、
「
伝
統
的
に
町
－
組
町
一
惣
町
の
慮
治
組
織
を
主
体
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
延
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

三
年
の
拝
借
米
に
つ
い
て
も
岡
様
に
「
町
－
組
町
－
惣
町
の
自
治
組
織
」
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
延

宝
三
年
の
拝
借
米
決
定
の
被
支
配
住
入
へ
の
伝
達
は
、
正
式
に
は
京
都
町
奉
行
所
と
《
惣
町
－
町
組
…
町
》
組
織
と
の
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
内
証
」
と
い
う
形
で
町
代
1
《
県
別
町
》
と
い
う
京
都
町
奉
行
所
行
政
の
園
路
を
通
じ
た
関
係
の
中
で
も
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
正
式
に
は
「
伝
統
的
」
な
《
惣
町
i
町
組
－
町
》
組
織
と
の
関
係
で
行
わ
れ
て
い
た
都
市
政
策
に
お
い
て
、
町
代
…
《
個
別

町
》
と
い
う
園
路
を
通
じ
た
行
政
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
都
市
行
政
の
展
開
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
昧
を
持
つ

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
章
を
改
め
、
《
惣
町
－
町
組
－
町
》
組
織
と
町
代
と
の
関
係
に
注
目
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
①
前
掲
は
じ
め
に
註
⑧
木
下
政
雄
「
京
都
町
組
に
お
け
る
町
代
の
盤
格
漏
、
前
掲
　
　
は
じ
め
に
註
⑧
鎌
田
道
隆
糊
近
世
都
市
・
京
都
』
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑫
宇
佐
美
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英
機
「
返
世
前
期
京
都
の
触
留
」
な
ど
参
照
。

②
隅
町
触
溺
二
』
二
八
六
∴
三
九
・
三
二
…
な
ど
Q

③
藤
井
譲
治
＝
七
世
紀
京
都
の
都
市
構
造
と
武
士
の
襟
脚
」
（
金
田
章
裕
編

　
『
平
安
京
圭
思
都
－
都
市
園
と
都
市
構
造
転
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

　
〇
〇
七
年
）
二
〇
四
頁
を
参
照
。

④
　
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
・
福
長
町
文
書
。

⑥
前
掲
は
じ
め
に
註
⑪
朝
尾
直
弘
門
元
禄
期
京
都
の
町
代
触
と
町
代
」
、
前
掲
は

　
じ
め
に
註
⑫
繊
目
泰
久
「
享
保
期
　
京
都
の
畏
政
に
つ
い
て
」
、
蔚
掲
は
じ
め
に

　
註
⑫
塚
本
明
「
町
代
」
な
ど
参
照
。

⑥
　
前
掲
は
じ
め
に
註
⑫
塚
本
明
「
町
代
扁
。

⑦
山
国
洋
一
「
古
久
保
乱
文
轡
内
「
番
葉
純
一
の
書
誌
的
検
討
！
成
立
事
情
を

　
中
心
に
一
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
『
資
料
館
紀
要
山
車
二
五
号
、
一
九
九

　
七
年
）
。

⑧
讐
春
霞
記
扁
（
蔚
擬
古
久
保
家
文
書
）
。

⑨
門
春
諸
日
記
漏
（
松
野
公
明
氏
所
蔵
文
轡
・
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
を

　
使
爾
）
。

⑩
　
藤
井
譲
治
「
幕
府
法
令
の
伝
達
と
都
市
扁
（
『
歴
史
公
論
篇
四
一
七
、
雄
山
閣
出

　
版
、
一
九
七
八
年
）
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑪
朝
尾
直
弘
「
元
禄
期
京
都
の
町
代
触

　
と
町
代
篇
、
杉
森
哲
也
「
近
世
前
期
京
都
の
都
市
法
と
都
市
社
会
一
跨
触
正
文

　
の
分
析
を
申
心
に
1
扁
（
塚
田
孝
編
糊
近
世
大
坂
の
法
と
社
会
睡
、
清
文
堂
、
二

　
〇
〇
七
年
）
な
ど
参
照
。

⑪
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
　
溺
巻
轟
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八

　
年
）
＝
頁
。

⑫
　
「
諸
事
獄
記
」
（
前
掲
古
久
保
家
文
書
）
。

⑬
前
掲
は
じ
め
に
註
⑫
宇
佐
美
英
機
「
板
倉
一
＝
力
条
に
饗
す
る
二
・
三
の
問

　
題
漏
二
九
頁
。

⑭
前
掲
第
二
章
識
⑦
山
田
洋
一
「
古
久
保
家
文
轡
内
門
番
B
記
」
の
各
誌
的
検

　
討
鳳
…
○
⊥
二
頁
Q

⑮
　
同
前
。

⑯
　
「
拝
借
米
扁
に
つ
い
て
は
、
松
本
四
郎
門
都
市
と
国
家
支
配
縣
（
隠
田
B
本
田
世

　
都
輿
論
臨
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
・
初
出
一
九
七
五
年
）
四
三
～
四

　
六
頁
を
参
照
。

⑰
　
前
掲
は
じ
め
に
註
⑪
朝
尾
痕
弘
「
死
禄
期
京
都
の
瞬
代
触
と
町
代
」
二
七
王
頁
。

⑱
　
同
前
。

⑲
松
本
四
郎
氏
は
、
「
江
戸
で
の
拝
借
米
は
い
つ
も
「
惣
町
名
主
町
入
ど
も
扁
の

　
訴
訟
の
結
果
実
現
し
て
い
る
。
（
中
略
）
京
都
・
大
坂
で
の
拝
借
米
も
、
江
戸
と

　
同
様
に
惣
町
訴
訟
の
結
果
、
支
給
さ
れ
た
」
（
前
掲
第
二
章
註
⑯
松
本
瞬
間
「
都

　
市
と
圏
家
支
配
」
囚
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
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第
蕊
章
　
年
寄
に
よ
る
都
市
運
営
と
町
代

1

近
世
前
期
に
お
け
る
《
惣
町
…
町
並
…
町
》
組
織
運
営
に
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
一
章
で
触
れ
た
、
《
町
組
》
を
基
盤
と
し
な
が
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ら
《
惣
町
》
を
代
表
す
る
年
寄
の
系
譜
を
引
く
、
「
先
座
之
年
寄
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
先
座
長
年
寄
」
に
よ
る

都
市
運
営
と
町
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
下
京
の
事
例
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
先
座
之
年
寄
」
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
は
大
変
少
な
い
が
、
「
下
京
組
諸
事
偏
と
い
う
旧
記
中
に
、
「
惣
而
古
京
と
申
候
ハ
八
組
二
蒲
五
拾

三
町
な
り
、
江
戸
御
年
頭
御
礼
ハ
七
組
6
梱
勤
、
三
町
触
除
、
先
座
之
年
寄
ハ
右
御
年
頭
御
勤
法
躰
之
仁
を
即
座
と
申
合
、
当
町
二
而
無
配
候

三
共
、
諸
事
参
会
二
不
残
出
被
申
候
、
尤
三
町
組
も
其
例
江
ま
か
せ
、
四
島
之
内
二
而
久
鋪
年
寄
相
勤
ル
を
露
座
と
致
、
何
事
こ
も
当
町
二
下

限
七
組
6
申
来
二
付
諸
事
参
会
二
出
申
候
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
先
座
之
年
寄
」
と
は
、
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
年
頭
御

礼
に
参
加
す
る
「
法
面
」
の
暫
で
、
こ
れ
は
年
頭
御
礼
に
参
加
し
な
い
三
町
組
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
《
町
組
》
内
の
各
《
個
別
町
》
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
久
鋪
年
寄
摺
勤
ル
」
、
す
な
わ
ち
長
く
町
年
寄
役
を
勤
め
て
い
た
者
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
鎌
田
道
隆
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世
末
、
天
文
頃
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
《
個
別
町
（
町
共
岡
体
）
》
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
徳
川
政

権
期
以
降
「
権
力
に
よ
る
町
の
代
表
者
選
任
」
の
政
策
が
採
ら
れ
、
年
寄
は
《
個
別
町
》
内
の
家
主
・
借
魔
の
者
か
ら
請
状
を
取
り
、
～
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
奉
行
所
」
に
対
し
て
請
状
を
提
出
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
町
之
年
寄
」
は
「
内
部
的
な
統
率
者
で
あ
り
、
対
外
的
な
代
表
者
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
《
個
別
町
》
を
基
盤
と
し
、
《
個
別
町
》
を
代
表
す
る
年
寄
役
を
長
く
勤
め
る
こ
と
で
、
「
事
事
之
年
寄
」
と

し
て
《
宝
算
》
の
枠
組
み
に
お
け
る
代
表
者
と
な
り
、
さ
ら
に
《
惣
町
》
を
代
表
し
て
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
儀
礼
に
参
加
し
た
と
考
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
下
京
組
立
事
」
の
記
述
よ
り
、
こ
の
「
先
座
組
年
寄
」
は
「
当
町
二
部
無
之
候
得
共
、
諸
事
参
会
二
不
親
出
上
申
候
」
と
、
《
町

組
》
内
で
順
番
に
当
た
る
「
当
町
」
と
し
て
で
は
無
く
、
門
参
会
」
に
出
席
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
参
会
」
と
は
、
「
下
京
組
之

事
」
中
の
別
の
箇
所
に
よ
る
と
、
「
万
事
申
合
セ
之
為
二
而
古
京
先
座
之
衆
、
当
町
之
年
寄
、
其
外
勝
手
次
第
と
平
定
、
三
月
十
二
B
八
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

二
日
両
度
霊
山
参
会
有
之
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
別
の
旧
記
で
は
、
「
江
戸
勤
候
年
寄
ハ
組
内
者
不
高
聴
、
八
組
参
会
之
節
初
島
二
致

候
、
尤
先
二
勤
候
方
有
之
候
へ
者
そ
の
遷
座
也
」
と
あ
り
、
《
惣
町
》
を
代
表
し
て
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
儀
礼
に
参
加
し
た
「
品
等
之
年
寄
」
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は
、
《
町
回
》
内
は
も
ち
ろ
ん
、
《
惣
町
》
内
の
寄
合
に
お
い
て
も
《
惣
町
》
運
営
を
代
表
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
《
惣
町
》
寄
合
と
し
て
、
「
大
割
勘
定
寄
合
」
と
呼
ば
れ
る
、
上
京
・
下
京
そ
れ
ぞ
れ
、
年
頭
御
礼
関
係
の
諸
入
用
を
各
《
町
組
》
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
に
割
当
て
る
た
め
の
寄
合
が
あ
る
。
こ
の
「
霜
割
勘
定
寄
合
」
に
つ
い
て
「
下
京
組
之
事
偏
中
に
は
次
の
よ
う
な
認
述
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
二
月
二
五
組
当
町
之
年
寄
、
尤
下
番
九
人
町
代
・
下
代
共
二
東
山
寄
合
大
嘗
鼻
偏
と
あ
る
よ
う
に
、
各
《
町
組
》
か
ら
は
「
当
町
之
年
寄
」
、

す
な
わ
ち
そ
の
年
当
番
の
《
側
別
町
》
の
町
年
寄
の
み
の
出
席
で
あ
っ
た
が
、
「
然
ル
所
二
近
年
目
録
之
割
銀
不
足
二
御
座
候
糊
付
、
古
京
年

寄
衆
寄
合
吟
味
単
物
ヘ
ハ
町
代
共
等
量
将
二
紛
レ
無
御
座
候
口
付
、
正
徳
三
年
巳
二
月
十
八
日
割
6
当
町
二
発
煙
之
年
寄
～
人
ツ
・
出
万
事
吟

味
仕
候
」
と
、
正
徳
三
年
（
一
七
十
三
）
よ
り
「
先
座
之
年
寄
」
が
娼
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
大
事
勘
定
寄
合
扁
に
「
上
座
之
年
寄
」
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
し
て
、
右
の
「
下
京
組
之
事
」
で
は
、
正
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
年
に
「
町
代
共
弥
不
将
」
に
よ
る
「
図
録
之
割
銀
不
足
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
別
の
旧
記
中
に
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
。

【
史
料
7
】

　
　
一
、
正
徳
二
年
辰
ノ
ニ
月
士
籍
囲
写
経
定
之
表
少
茂
違
無
機
候
爵
共
、
前
々
大
回
無
勘
定
保
寿
考
候
ヘ
ハ
、
当
辰
之
年
銀
子
壱
貫
弐
百
鼠
余
町
代
仲
ケ
間
二

　
　
あ
ま
り
候
様
二
丁
メ
候
段
不
届
二
候
と
保
寿
吟
味
致
候
ヘ
ハ
、
以
来
急
度
念
入
可
申
候
と
、
達
而
相
詫
候
二
付
書
上
不
仕
、
下
二
二
相
済
々
、
筆
者
三
月

　
　
6
十
月
迄
永
々
町
代
伸
ケ
闘
と
保
寿
致
詮
義
候
、
委
敷
義
ハ
致
略
済
口
跡
書
記
候
事

　
　
…
、
正
徳
三
年
巳
正
月
保
寿
町
代
伸
ケ
問
江
申
候
者
、
当
二
月
之
半
割
之
寄
事
6
大
軍
之
目
録
一
枚
、
古
町
八
組
之
内
へ
取
繕
申
候
と
申
、
町
代
仲
ケ
間
之

　
　
返
答
二
左
様
之
筋
、
先
規
よ
り
無
之
候
所
二
目
録
御
取
可
被
成
候
之
義
、
新
法
二
聞
へ
申
候
闘
、
今
迄
之
通
二
被
成
被
鷺
可
然
と
申
、
保
寿
答
二
前
々
之

　
　
年
寄
衆
心
付
無
之
故
也
、
保
寿
ハ
以
来
密
儀
宜
様
と
存
、
何
茂
へ
即
談
候
と
申
、
町
代
伸
ケ
間
よ
り
又
写
、
左
候
ハ
・
い
つ
れ
罪
質
へ
自
録
被
遣
候
哉
と

　
　
問
、
保
寿
返
答
二
恩
被
曝
候
儀
二
不
及
候
、
先
規
6
貝
割
之
本
会
二
全
中
之
迄
座
上
二
割
目
録
之
鳶
頭
也
、
拙
者
霞
録
取
始
メ
申
、
向
後
者
此
方
組
江
請

　
　
取
回
申
と
申
候
二
付
、
此
上
ハ
御
指
図
次
第
二
可
寒
参
と
掘
割
之
目
録
一
枚
保
寿
江
平
渡
シ
請
取
申
候
、
但
先
前
よ
り
毎
年
二
月
二
瞬
、
三
型
二
大
割
之
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寄
会
町
代
衆
致
候
虞
二
右
之
詮
義
故
、
段
々
目
録
相
延
二
月
十
九
譲
二
大
愚
之
寄
会
相
藩
候
事

　
つ
ま
り
、
正
徳
二
年
に
発
覚
し
た
町
代
の
「
大
割
勘
定
」
に
お
け
る
「
不
届
」
に
対
し
て
、
翌
正
徳
三
年
、
「
大
紫
之
目
録
一
枚
、
古
町
八

宮
之
内
へ
取
可
申
」
こ
と
を
主
張
す
る
「
先
座
之
年
寄
し
小
西
保
寿
と
、
慣
先
規
よ
り
無
之
候
所
二
目
録
御
取
手
集
成
父
系
義
、
新
法
凶
聞
へ
」

と
す
る
町
代
仲
間
の
問
に
、
「
年
割
勘
定
」
に
お
け
る
目
録
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
確
執
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
経
緯
に
お
い
て
主
導
的
な
役
翻
を
果
た
し
た
「
先
座
学
年
寄
」
、
中
十
町
組
・
矢
田
町
の
小
西
保
寿
は
、
元
禄
十
四
年
の
「
江
浜
下
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

寄
番
」
と
し
て
下
京
を
代
表
し
て
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
年
頭
御
礼
に
参
加
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
《
惣
町
》
の
代
表
者
と
し
て
徳
川
将
軍
家

と
の
問
の
儀
礼
に
参
加
し
て
い
る
「
先
使
丁
年
寄
」
は
、
《
個
別
町
》
を
基
盤
と
し
、
《
個
別
町
》
を
代
表
す
る
年
寄
役
を
長
く
勤
め
る
こ
と
で
、

「
先
座
之
年
寄
」
と
し
て
《
町
組
》
の
枠
組
み
に
お
け
る
代
表
者
と
な
り
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
《
惣
町
》
・
《
町
組
》
の
運
営
を
主
導
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
《
惣
町
一
町
組
－
町
》
に
お
け
る
「
内
部
的
な
統
率
者
で
あ
り
、
対
外
的
な
代
表
者
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
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こ
の
《
惣
町
一
町
組
…
町
》
に
お
け
る
「
内
部
的
な
統
率
者
で
あ
り
、
対
外
的
な
代
表
者
」
で
あ
る
「
先
座
之
年
寄
偏
と
町
代
と
の
確
執
を
、

次
に
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
京
都
町
奉
行
へ
願
い
出
た
「
拝
借
米
」
の
事
例
か
ら
み
て
い
ぎ
だ
い
。
こ
の
拝
借
米
に
関
し
て
、
年
寄
了

　
　
　
　
　
⑩

清
か
ら
の
口
上
に
、
「
今
朝
御
召
二
等
御
番
所
へ
罷
出
候
処
、
御
直
二
掌
骨
出
野
瀬
、
御
蔵
米
壱
万
石
（
中
略
）
町
中
へ
御
付
可
出
遊
付
候
、
先

座
中
難
有
御
礼
申
上
ケ
三
帰
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
の
京
都
町
奉
行
所
へ
の
願
い
出
も
、
「
先
座
之
年
寄
」
を
介
し
た
《
惣
町
－
町
組

…
町
》
組
織
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
そ
し
て
、
こ
の
拝
借
米
の
受
け
渡
し
が
無
事
済
ん
だ
後
の
対
応
と
し
て
、
「
公
儀
」
へ
御
礼
を
行
う
に
際
し
、
小
西
保
寿
よ
り
「
発
端
当
八

組
よ
り
事
始
候
て
致
首
尾
候
へ
者
、
端
々
迄
難
症
奉
存
候
段
、
八
月
三
B
二
御
公
儀
様
江
一
組
よ
り
弐
人
宛
書
付
ヲ
以
御
礼
二
可
罷
出
癖
然
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旨
」
組
々
に
申
し
入
れ
、
「
言
々
尤
二
存
其
筈
二
極
メ
」
て
い
た
所
、
町
代
よ
り
「
八
月
三
日
」
で
は
な
く
二
日
に
罷
出
る
よ
う
に
申
し
て
来

た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
西
保
寿
は
「
町
代
6
之
指
図
に
て
ハ
出
申
継
敷
候
」
と
、
「
町
代
6
之
指
図
」
に
反
発
し
、
申
合
通
り
三
日
に
出
る
よ

う
各
《
町
組
》
に
廻
文
を
出
し
た
。
し
か
し
、
「
従
　
御
公
儀
様
二
曲
と
被
仰
出
候
上
ハ
ニ
日
二
出
可
然
偏
と
し
て
、
野
村
道
鑑
・
芦
田
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

候
・
北
村
浄
三
の
三
人
の
先
座
が
「
御
公
儀
様
」
よ
り
の
「
仰
出
」
を
重
視
し
、
廻
文
に
下
意
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
町
代
、
お

よ
び
「
御
公
儀
様
」
1
1
京
都
町
奉
行
所
行
政
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
《
惣
町
》
内
に
《
町
組
》
問
の
不
統
～
と
い
う
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
先
学
之
年
寄
偏
を
核
と
す
る
《
惣
町
－
町
組
－
町
》
の
自
律
的
な
運
営
は
、
享
保
期
に
は
、
京
都
町
奉
行
所
行

政
の
中
で
町
代
と
の
間
に
確
執
を
生
じ
る
と
同
時
に
、
町
代
を
介
し
た
京
都
町
奉
行
所
行
政
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
《
惣
町
》
内
に
お
け
る

《
町
組
》
問
の
結
合
の
弛
緩
と
い
う
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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⑬

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
翌
享
保
八
年
、
京
都
町
奉
行
所
に
よ
り
行
政
改
革
が
行
わ
れ
る
。
特
に
、
「
大
嶺
勘
定
寄
合
脇
が
廃
止
さ
れ
、
《
惣

町
》
の
枠
組
み
で
行
な
わ
れ
て
い
た
「
大
割
勘
定
」
の
代
り
に
、
京
都
町
奉
行
所
主
導
で
新
盤
役
が
設
定
さ
れ
、
年
頭
御
礼
関
係
の
諸
入
用
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ど
を
新
軒
役
を
基
準
に
《
側
別
町
》
に
翻
当
て
、
こ
れ
を
京
都
町
奉
行
所
…
町
代
の
も
と
へ
徴
収
す
る
と
い
う
形
で
改
革
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

が
注
欝
さ
れ
る
。
こ
れ
は
直
接
に
《
個
別
町
》
に
対
し
て
割
当
て
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第
二
章
で
み
た
町
代
…
《
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

町
》
と
い
う
園
路
を
通
じ
た
京
都
町
奉
行
所
行
政
を
よ
り
徹
底
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
形
で
改
革
が
行
わ
れ

た
の
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
享
保
期
に
お
け
る
《
惣
町
－
町
組
－
町
》
運
営
と
町
代
と
の
間
の
確
執
や
《
惣
町
》
内
に
お
け
る
《
町
組
》
闇
の

結
合
の
弛
緩
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
京
都
町
奉
行
所
は
、
被
支
配
住
人
と
の
関
係
を
町
代
…
《
個
別
町
》

の
回
路
に
＝
分
化
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
て
《
個
別
町
》
の
枠
組
み
と
の
つ
な
が
り
が
強
化
さ
れ
る
一
方
で
、
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《
惣
町
》
の
枠
組
み
で
の
「
大
面
勘
定
寄
合
」
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
都
市
行
政
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
か
。
次
に
掲
げ
た
旧
記
中
の
「
御
年
頭
御
礼
入
用
割
録
事
」
と
い
う
記
事
か
ら
検
討
し
た
い
。

【
史
料
8
】

暴
濡
＋
寒
熱
鯉
出
・
・
上
京
二
光
年
華
人
・
中
京
二
羅
韓
人
・
下
野
一
摩
妻
人
影
轟
豊
蝋
殿
灘
難
日
当
籔
翻
穀
鯉

　
欝
血
、
両
後
年
寄
鍋
罷
出
樹
脂
ハ
下
縁
を
許
シ
可
申
由
、
又
年
寄
共
涯
芦
へ
御
年
頭
二
等
下
膨
二
不
虜
由
成
様
子
二
相
隠
隠
候
、
道
申
不
自
由
無
態
様
二
致

　
可
申
候
と
被
仰
候
、
又
向
後
ハ
洛
中
洛
外
・
寺
社
・
門
前
不
霊
取
集
メ
銅
器
旨
古
京
年
寄
共
二
宜
敷
割
付
可
愚
暗
を
被
佛
付
候
、
其
次
二
洛
外
・
爾
寺
内
之

　
者
共
も
御
呼
出
被
御
付
候
処
、
洛
外
6
も
御
年
頭
書
置
由
申
上
候
得
業
、
御
年
頭
者
前
々
6
古
京
之
者
勤
労
候
と
御
叱
り
被
成
、
出
物
斗
冥
加
之
為
に
出
シ

　
可
申
旨
被
　
仰
付
候
、
然
ル
に
此
時
丑
寅
組
道
閑
・
用
顯
組
浄
三
此
弐
人
呼
出
シ
ニ
出
申
補
剛
付
、
右
之
仰
を
承
り
十
方
こ
く
れ
申
愚
才
難
及
存
候
補
、
御

　
前
を
立
長
後
番
所
へ
罷
出
、
我
々
腰
骨
二
恩
ハ
洛
中
洛
外
之
仕
方
難
潮
候
間
、
御
触
を
奉
書
候
由
ヲ
申
置
帰
り
被
申
候
、
此
番
所
へ
之
書
誤
り
正
論
評
判
有

　
之
候
、
其
後
豊
前
守
殿
6
条
屋
出
申
、
其
上
年
寄
ハ
三
年
替
り
、
五
入
組
ハ
弐
年
二
替
可
歪
曲
被
卿
出
挙
、
又
十
二
月
五
議
従
　
公
儀
御
年
頭
之
割
干
御
触

　
状
出
申
候

　
つ
ま
り
、
京
都
町
奉
行
河
野
裏
海
は
、
「
上
京
二
上
年
寄
弐
人
・
中
京
二
上
年
寄
弐
人
・
下
京
二
而
年
寄
弐
人
宛
」
を
呼
び
出
す
と
い
う
様

に
、
上
京
・
中
京
・
下
京
と
い
う
従
来
の
《
惣
町
》
と
は
異
な
る
枠
組
み
で
年
寄
を
把
握
し
、
一
方
で
、
「
向
後
ハ
洛
中
洛
外
・
寺
社
・
門
前

不
残
取
集
メ
可
申
旨
古
京
年
寄
共
二
宜
敷
割
付
可
遣
旨
を
被
仰
付
候
」
と
、
洛
外
、
嵜
内
ま
で
も
徳
川
将
軍
家
と
の
間
の
儀
礼
に
関
わ
る
費
用

を
負
担
さ
せ
よ
う
と
、
そ
の
割
当
て
を
年
寄
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
述
の
享
保
八
年
の
「
拝
借
米
」
の
「
公
儀
偏
へ
の
御
礼
に
際
し
、

小
西
保
寿
に
不
同
意
だ
っ
た
道
鑑
（
閑
）
、
胆
管
と
い
う
「
先
婦
之
年
寄
」
は
、
「
我
々
角
力
二
唐
山
洛
中
洛
外
之
仕
方
難
及
」
と
し
て
京
都
町

　
　
　
　
　
　
　
⑰

奉
行
所
の
「
御
触
」
を
願
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
へ
の
依
存
が
よ
り
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
《
惣
町
》
内
に
お
け
る
《
町
組
》
間
の
不
統
一
を
背
景
に
行
な
わ
れ
た
享
保
八
年
の
京
都
町
奉
行
所
の
行
政
改
革
に
よ
っ
て
、

「
伝
統
的
」
に
「
先
座
之
年
寄
翫
を
核
と
す
る
《
惣
町
》
の
枠
組
み
が
持
っ
て
い
た
意
味
は
希
薄
化
し
た
。
こ
れ
は
、
町
代
一
《
個
別
町
》
の
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回
路
を
通
じ
た
行
政
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
京
都
町
奉
行
所
行
政
に
お
い
て
《
惣
町
》
の
枠
組
み
が
栓
楷
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

う
し
て
、
享
保
期
以
降
、
《
惣
町
》
の
枠
組
み
に
お
け
る
結
合
の
弛
緩
の
一
方
で
、
京
都
町
奉
行
所
に
よ
る
都
市
行
政
に
お
い
て
は
、
《
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

町
》
の
枠
組
み
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
従
来
の
《
惣
町
》
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
形
で
、
そ
の
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

①
「
正
徳
三
年
下
古
京
定
井
五
組
極
り
申
覚
書
」
（
前
掲
長
刀
鉾
町
文
轡
）
、
門
古

　
京
雑
記
扁
（
前
掲
長
刀
鉾
町
文
書
）
な
ど
、
文
政
町
代
改
儀
一
件
の
過
程
で
作
成

　
さ
れ
た
史
料
に
轡
き
写
さ
れ
て
い
る
「
下
京
継
之
事
扁
と
い
う
配
事
。

②
他
の
町
綴
で
も
、
町
年
寄
を
長
く
勤
め
た
者
が
「
先
座
」
と
な
っ
て
い
る
（
前

　
掲
は
じ
め
に
謎
⑱
拙
稿
門
近
繊
京
都
に
お
け
る
都
市
秩
序
の
変
容
偏
二
〇
頁
参

　
照
）
。

③
鎌
田
道
隆
「
町
の
成
立
と
町
規
制
」
（
同
『
近
批
京
都
の
都
市
と
民
衆
隔
、
思
文

　
閣
山
山
版
、
　
二
〇
〇
〇
年
・
初
山
山
一
九
九
山
ハ
な
†
）
　
一
一
～
五
～
　
二
九
憎
貝
。

④
『
町
触
別
農
四
〇
七
・
鰯
〇
九
。

⑤
こ
こ
で
の
《
個
溺
町
》
は
、
親
町
・
古
町
の
町
年
寄
に
限
ら
れ
て
い
る
。

⑥
「
年
頭
拝
礼
献
上
記
録
」
（
三
条
町
文
書
・
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
を

　
使
用
）
。

⑦
こ
の
「
面
割
勘
定
寄
合
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
『
京
都
の
歴
史

　
6
　
伝
統
の
定
着
甑
、
塚
本
明
「
近
肚
中
期
京
都
の
都
市
構
造
の
転
換
」
（
史
学
会

　
騨
史
林
隔
第
7
0
巻
第
5
号
、
～
九
八
七
年
）
、
箭
掲
は
じ
め
に
註
⑫
田
目
泰
久

　
「
享
保
期
　
京
都
の
民
政
に
つ
い
て
」
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑲
安
国
良
｝
「
京
都

　
の
都
市
社
会
と
町
の
自
治
」
、
前
掲
は
じ
め
に
註
⑲
杉
森
哲
也
門
竪
子
と
町
漏
な

　
ど
参
照
。

⑧
「
幾
組
古
来
画
帳
縣
（
北
観
音
由
町
文
書
・
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
を

　
使
用
）
、
「
古
京
中
之
紐
定
法
覚
扁
（
三
井
文
庫
蔵
）
な
ど
に
轡
き
写
さ
れ
て
い
る

　
記
事
に
よ
る
。

⑨
　
「
江
戸
下
年
寄
横
指
口
覚
」
（
前
掲
古
久
保
家
撃
墜
）
。

⑩
　
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
　
第
一
落
潮
（
岩
波
書
店
、
～
九
八
三

　
年
）
～
二
七
四
号
（
以
下
、
『
町
触
篇
　
｝
二
七
四
）
。

⑪
門
下
京
要
録
偏
（
前
掲
善
長
寺
町
文
轡
）
中
の
「
下
京
古
京
八
組
弐
組
二
分
り
候

　
次
第
」
と
い
う
記
事
に
よ
る
。

⑫
　
そ
れ
ぞ
れ
、
野
村
道
鑑
（
菌
艮
組
）
は
宝
永
七
年
（
㎜
七
一
〇
）
、
細
田
是
候

　
（
上
艮
総
）
は
享
保
三
年
（
｝
七
一
八
）
、
北
村
浄
三
（
桝
西
十
六
町
組
）
は
享

　
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
門
江
戸
下
馴
二
番
」
で
あ
っ
た
（
前
掲
第
三
章
註
⑨

　
門
江
戸
下
年
寄
番
指
口
覚
扁
）
。

⑬
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
『
京
都
の
歴
史
6
伝
統
の
定
着
瞼
、
前
掲
は
じ
め
に
註

　
⑫
霞
口
泰
久
「
京
保
期
京
都
の
昆
政
に
つ
い
て
」
な
ど
参
照
。

⑭
『
町
触
蕊
…
四
三
〇
。

⑮
安
国
良
一
氏
は
、
大
婚
勘
定
の
廃
止
に
と
も
な
っ
て
京
都
町
奉
行
所
主
導
で
設

　
定
さ
れ
た
新
軒
役
に
つ
い
て
、
「
権
力
に
よ
る
上
か
ら
の
町
の
均
質
化
」
と
評
価

　
し
て
い
る
（
前
掲
は
じ
め
に
註
⑲
安
国
良
一
「
京
都
の
都
市
社
会
と
町
の
自
治
」

　
よ
ハ
七
一
詣
ハ
八
頁
）
。

⑱
門
古
町
古
格
井
暦
代
規
矩
写
」
（
高
辻
葱
洞
院
露
文
轡
二
尽
都
市
歴
史
資
料
館
架

　
蔵
写
真
版
を
使
用
）
、
「
京
都
名
主
記
録
之
写
」
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

　
蔵
・
叢
書
慶
三
教
授
収
集
文
轡
）
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
「
御
年
頭
御
礼
入
期
罰

　
之
事
偏
と
い
う
記
事
。

⑰
こ
の
時
出
さ
れ
た
門
御
触
」
が
、
鳶
掲
第
三
章
註
⑭
『
町
触
篇
…
四
三
〇
で
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あ
る
。

⑱
塚
本
明
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
成
立
の
囲
米
制
度
の

年
番
年
寄
は
、
「
上
京
・
中
京
・
下
京
」
の
枠
組
み
か
ら
出
さ
れ
た
（
前
掲
第
三

章
註
⑦
塚
本
明
「
近
琶
中
期
京
都
の
都
市
構
造
の
転
換
一
三
八
頁
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

近琶前・中期京都における都市行政の展開（牧）

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
近
世
前
・
中
期
の
京
都
に
お
け
る
都
市
行
政
の
展
開
を
年
寄
と
町
代
の
関
係
か
ら
分
析
し
て
き
た
。
戦
国
期
に
早
熟
的

に
形
成
さ
れ
て
い
た
《
惣
町
》
の
枠
組
み
は
、
「
古
座
之
年
寄
」
を
中
心
と
す
る
《
惣
町
一
コ
組
一
町
》
運
営
と
、
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
所

に
よ
る
支
配
政
策
の
展
開
の
中
で
設
定
さ
れ
た
町
代
仲
間
を
介
し
て
行
わ
れ
る
行
政
処
理
と
の
間
で
矛
盾
を
も
た
ら
す
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
〔
都
市
当
周
（
京
都
町
奉
行
所
）
1
惣
町
i
町
組
一
個
別
町
〕
と
い
う
「
公
権
の
重
層
的
構
造
」
の
中
で
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
の

意
図
す
る
〔
京
都
町
奉
行
所
－
町
代
一
《
個
別
町
》
（
町
年
寄
－
町
住
人
）
〕
と
い
う
行
政
園
路
と
、
「
伝
統
的
」
に
支
配
権
力
と
の
問
で
機
能
し

て
き
た
「
先
座
之
年
寄
」
を
核
と
す
る
《
惣
町
…
町
組
一
個
別
町
》
の
重
層
構
造
を
持
つ
被
支
配
住
入
の
結
合
組
織
の
聞
で
、
《
惣
町
》
の
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

置
づ
け
が
樫
桔
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
自
治
体
で
あ
る
下
部
の
町
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
回
路
を
構
成
」
す
る
と
さ
れ
る
町
代
も
、

「
自
治
」
的
に
《
惣
町
一
町
組
一
町
》
を
運
営
し
て
き
た
年
寄
と
の
間
で
は
、
対
立
へ
と
つ
な
が
る
よ
う
な
「
緊
張
関
係
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
享
保
期
以
降
、
右
の
よ
う
な
近
世
前
・
中
期
に
お
け
る
支
配
…
被
支
配
を
め
ぐ
る
都
市
行
政
の
展
開
を
背
景
と
し
て
、
京
都
町
奉
行
所
行
政

の
中
で
、
行
政
機
構
で
あ
る
町
代
仲
間
の
公
的
位
置
づ
け
が
よ
り
一
層
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
町
代
の
収
入
面
で
の
再
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
参
考
に
す
る
と
、
成
立
期
以
来
、
各
《
町
組
》
よ
り
一
分
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
町
代
の
再
生

産
に
と
っ
て
ナ
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
享
保
八
年
の
京
都
町
奉
行
所
行
政
改
革
に
際
し
、
「
町
代
中
ケ
間
役
料
井
小
番
給
銀
部
屋
入
用
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
上
下
京
平
均
に
各
《
個
別
町
》
に
捌
掛
け
、
《
個
幸
町
》
切
に
町
代
会
所
へ
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
、
同
十
年
、
門
町
代
役
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
つ
い
て
は
、
上
下
京
平
均
を
止
め
、
「
町
代
農
学
町
よ
り
取
集
」
る
と
し
、
以
後
は
《
表
組
》
単
位
で
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
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⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
認
め
ら
れ
た
家
屋
敷
売
買
時
の
流
燈
料
取
得
が
、
享
保
八
年
～
旦
廃
止
さ
れ
る
が
、
同
十
年
復
活
す
る
と
い
う

よ
う
に
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
が
、
享
保
期
に
は
町
代
（
仲
間
）
の
収
入
が
「
役
料
」
と
し
て
京
都
町
奉
行
所
に
よ
り
位
置
づ
け
ら
れ
、
吟
味
料

取
得
も
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
て
町
代
仲
間
の
位
置
づ
け
が
公
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
初
期
以
来
の
給
分
の
支
給
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
《
区
区
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
の
問
の
一
札
を
通
じ
た
関
係
に
も
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
町
代
の
摺
続
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の
事
例

で
は
、
石
垣
家
三
代
目
甚
内
の
家
督
を
偉
甚
蔵
に
譲
る
に
際
し
、
辰
巳
組
よ
り
「
奉
公
請
状
可
仕
哉
否
返
答
可
仕
段
」
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、

「
仲
ケ
問
強
者
へ
相
談
仕
候
処
講
状
土
嚢
ハ
御
弾
可
申
様
申
聞
候
二
付
」
と
、
町
代
仲
間
と
相
談
し
た
上
で
請
状
提
出
を
断
っ
た
。
そ
こ
で
、

辰
巳
組
で
は
「
町
代
召
抱
替
」
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
と
こ
ろ
、
町
代
の
奥
田
佐
兵
衛
を
始
め
と
す
る
親
類
中
よ
り
詫
び
て
き
た
た
め
、
「
請

状
之
義
相
止
偏
、
「
親
類
共
井
下
思
差
加
へ
髄
成
～
札
取
々
柏
済
し
申
候
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
律
的
運
営
を
B
指
す
《
勝

組
》
が
町
代
の
相
続
を
一
札
（
請
状
）
に
よ
り
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
京
都
町
奉
行
所
行
政
の
中
で
公
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
町

代
仲
間
と
い
う
集
団
と
し
て
《
町
組
》
の
進
退
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
町
代
と
《
三
組
》
組
織
と
の
間
に
確
執
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
年
寄
を
中
心
と
す
る
被
支
配
住
入
と
町
代
と
の
問
の
確
執
の
帰
結
と
し
て
の
文
政
町
代
改
儀
一
件
は
、
直
接
的
に
は
、
町
代
に

賦
与
さ
れ
た
京
都
町
奉
行
所
と
の
関
係
に
お
け
る
特
権
、
特
に
そ
の
特
権
に
よ
る
「
虚
威
」
を
誇
る
町
代
の
髪
上
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
も
の

だ
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
展
開
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
近
世
前
期
以
来
の
都
市
行
政
に
お
け
る
〔
京
都
町
奉
行
所
…
町
代
1
《
皇
別
町
》
〕

と
い
う
行
政
圓
路
と
、
《
惣
町
－
町
組
一
個
別
町
》
の
結
合
組
織
と
の
間
の
支
配
i
被
支
配
を
め
ぐ
る
矛
盾
の
中
で
、
近
世
申
後
期
以
降
、
町

代
を
介
し
た
行
政
区
画
と
し
て
の
側
面
と
、
従
来
の
「
蟹
座
之
年
寄
」
に
よ
る
自
律
的
な
運
営
組
織
と
し
て
の
側
面
、
こ
れ
ら
両
側
面
を
あ
い

ま
い
な
形
で
残
し
て
い
た
《
寒
雷
》
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
町
代
と
年
寄
の
問
の
矛
盾
が
集
中
的
に
表
面
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も

可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
政
町
代
巌
壁
一
件
に
つ
い
て
は
、
町
代
の
嵩
上
に
対
す
る
年
寄
の
「
不
満
の
爆
発
」
と
い
う
以
上
に
、
本
稿
で
明
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ら
か
に
し
て
き
た
支
配
i
被
支
配
の
秩
序
の
中
で
展
開
す
る
都
市
行
政
を
め
ぐ
る
「
緊
張
関
係
」
を
背
景
に
し
た
も
の
と
し
て
今
後
再
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
さ
ら
に
、
近
世
京
都
の
支
配
一
章
支
配
を
め
ぐ
る
秩
序
に
お
い
て
は
、
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
徳
川
将
軍
家
と
《
惣
町
》
の
間
の
儀

礼
を
通
じ
た
関
係
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、
文
政
町
代
改
儀
一
件
が
被
支
配
住
人
側
に
有
利
な
形
で
決
着
す
る
大
き
な
要
因
と
も
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
点
も
含
め
て
、
文
政
町
代
改
儀
一
件
の
具
体
的
な
検
証
な
ど
、

　
①
こ
れ
は
、
朝
尾
直
弘
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
（
葡
掲
第
一
章
註
③
朝

　
　
尾
直
弘
笥
洛
中
洛
外
町
続
」
の
成
立
」
聯
…
〇
二
～
一
瓢
○
鋤
頁
）
、
京
都
町
泰
行
所

　
　
が
門
洛
中
洛
外
晦
続
扁
と
い
う
《
惣
町
》
を
越
え
る
領
域
を
行
政
の
枠
組
み
と
し

　
　
た
こ
と
も
｝
つ
の
要
困
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
《
惣
町
》
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
形
で
の
都
市
社
会
空
間

　
　
の
広
が
り
、
あ
る
い
は
、
享
保
八
年
の
都
市
行
政
改
革
の
背
景
に
あ
る
と
推
定
さ

　
　
れ
る
《
個
別
町
》
社
会
の
変
容
な
ど
、
近
世
前
・
中
期
の
京
都
に
お
け
る
都
市
社

　
　
会
の
動
向
も
本
稿
で
検
討
し
た
都
市
行
政
の
展
開
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

　
　
る
が
、
支
配
一
被
支
配
の
関
係
の
中
で
都
市
行
政
を
考
え
る
こ
と
を
中
心
と
す
る

　
　
本
稿
の
中
で
は
充
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
検
討
し
た
い
。

　
②
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
明
京
都
の
歴
史
6
伝
統
の
定
着
』
、
前
掲
は
じ
め
に
註

近
世
後
期
の
展
開
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

　
　
　
⑫
宇
佐
美
英
機
「
板
倉
二
…
力
粂
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
、
前
掲
は
じ
め
に

　
　
　
註
⑫
田
類
泰
久
「
享
保
期
　
京
都
の
民
政
に
つ
い
て
」
な
ど
参
照
。

　
　
③
『
町
触
藏
～
囲
三
〇
。

　
　
④
『
町
触
蕊
一
六
六
七
。

　
　
⑤
嘲
町
触
ζ
二
六
七
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
安
国
良
…
「
近
枇
京
都
の
町
と

　
　
　
家
禽
敷
所
持
」
（
噛
日
本
史
研
究
臨
第
二
八
三
号
、
…
九
八
六
年
）
参
照
。

　
　
⑥
　
亀
町
触
書
　
一
四
〇
閣
。

　
　
⑦
『
畷
触
蔓
…
六
六
七
。

　
　
⑧
門
賞
美
町
代
遡
内
続
代
轡
井
葬
所
御
答
書
」
（
前
掲
善
長
寺
町
文
轡
）
に
よ
る
。

　
　
⑨
前
掲
は
じ
め
に
註
⑱
拙
稿
「
近
世
京
都
に
お
け
る
都
市
秩
序
の
変
容
」
。
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　　The　Relationship　between　the　Toshtyor・i　aRd　Cho－dai

　　　　　　　　　　　in　the　Administration　in　Kyoto

in　the　Early　and　Middle　Stages　of　the　Early　Modern　Era

by

MAKI　Tomohiro

　　In　this　study　1　analyze　the　relationship　between　the　toshiyori，　literally　elders，

aRd　cho”dai，　town　or　neighborhood　representatives，　which　were　two　types　of　ofi－

cials　in　Kyoto　d磁ng　the　early　modern　era．　The　ad面stra盤on　of　Kyoto，　which

was　divided　into　six　genera｝　districts，　so“cho一，　e．g．　Kamigyo一　and　Shimogyo一，　was　con－

ducted　in　the　eayly　modern　era　by　the　govemment　othces　in　Kyoto　（the　shoshidai，

the　shogunal　deputy，　or　the　Kyoto　machibugyo－sho，　magistrate）　working　through

the　sδoぬδ，　o叛蓼％漉彦oz捌associations，　and　oぬδ，　mu至飼evel　administrat圭ve　jurisd圭。－

tions　that　weye　at　the　same　time　multi－leve｝　self－governing　organizations．

　　The　ch6dai　was　established　by　the　sheshidai　to　carry　out　administrative　affairs

be£ween　the　government　and　the　people　in　the　early　stages　of　the　early　modern

era．　The　ch6dai　in　Shimogy6　was　formed　out　of　the　organization　of　the　s6ch6，　but

was　gradually　linked　with　ch6gumi　as　in　KamigyO．

　　Thereafter，　the　adrninistration　of　the　Kyoto　machibugy6sho　was　conducted　in

the　following　manner，　from　Kyoto　machibugydsho，　to　the　ch6dai，　the　ch6，　and

down　to　the　residents．

　　On　the　other　hand，　in　the　early　stage　of　the　early　modern　era，　the　£oshiyori，

who　represented　the　self－governing　multi－level　organizations　of　s6ch6－ch6gumi－

ch6，　weye　directiy　linked　to　the　Kyoto　machibugy6　in　order　to　secure　relief　in　case

of　food　shortages．　But，　due　to　the　administrative　reform　in　the　midclle　stage　of　the

early　modern　era　duimg　which　a　ijnk　with　the　ch6　was　sought，　the　Kyoto

machibugyd　began　to　regard　the　chddai　as　increasing｝y　important．

　　As　a　result　of　this　policy，　the　framework　of　s6chO　lost　the　roles　of　both　adminis－

trative　districts　and　the　seif－governing　organizations，　and　the　clash　during　the　lat－

ter　stage　of　the　early　modern　eya　between　toshiyori　and　ch6dai　was　concentrated

witbin　the　framework　of　the　ch6gumi．
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