
申
世
今
堀
郷
の
農
民
構
造
と
延
暦
寺

黒

川

正

宏

中性今堀郷の農鶏構造と延暦寺（黒川）

わ

一
　
　
【
要
約
】
　
中
世
惣
村
の
典
型
と
し
て
著
名
な
こ
の
地
域
に
残
っ
て
い
る
、
今
堀
日
吉
神
璽
の
納
帳
・
年
貢
臼
録
帳
を
分
析
し
た
結
果
、
登
録
農
罠
の
性
格

∵
蓋
世
紀
の
肇
を
餐
に
・
て
変
化
・
、
従
来
の
稗
・
華
響
・
僧
侶
の
他
に
、
そ
れ
・
・
は
精
を
異
に
す
・
小
農
が
、
蓄
妾
荏

屠
と
し
萎
窺
わ
。
、
小
農
皆
立
化
の
傾
禦
認
め
ら
れ
。
．
、
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
土
地
台
帳
の
記
勢
法
の
変
化
の
う
ち
に
、
庄
園
冬
至
叡

猟
繋
撫
識
醗
鋤
畑
脳
髄
賜
欝
醗
総
懸
簿
謙
盤
欝
…

㎝
示
し
て
い
た
こ
・
な
・
の
難
実
が
認
め
え
ら
れ
・
様
憲
あ
で
あ
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

　
滋
賀
県
蒲
生
郡
中
野
村
の
う
ち
、
金
匿
：
甲
野
・
今
崎
（
旧
今
在
家
）
・
今

堀
な
ど
そ
の
東
部
に
位
す
る
地
域
と
、
小
隅
（
当
惑
今
在
家
）
お
よ
び
玉
緒
、

市
辺
両
村
の
一
都
を
古
く
得
珍
保
、
ま
た
保
内
郷
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
地
名

は
、
自
然
の
水
利
に
乏
し
い
こ
の
地
に
そ
の
恵
み
を
与
え
た
延
暦
寺
僧
得
珍
の

名
に
由
来
す
る
と
債
え
ら
れ
て
い
る
。
灌
概
工
事
は
中
壁
を
通
じ
て
継
続
さ
れ

た
が
、
な
お
多
く
の
美
田
は
え
ら
れ
ず
畠
作
が
優
越
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

単
に
土
地
よ
り
の
生
産
だ
け
に
生
活
の
基
礎
を
依
存
し
え
ず
、
そ
の
他
に
多
く

の
生
計
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
経
済
環
境
に
あ
っ
た
。
そ
の
一
地
域
に
延
暦
寺

は
策
塔
東
谷
の
領
有
す
る
今
堀
郷
が
あ
る
。
保
内
商
人
と
し
て
広
汎
な
商
業
活

動
を
行
な
っ
て
著
名
な
、
そ
し
て
常
に
中
世
惣
村
の
典
型
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
こ
の
地
は
中
世
村
落
を
論
ず
る
先
学
に
よ
っ
て
た
え
ず
注
翻
さ
れ
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
・
　
　
②

ふ
れ
た
論
稿
は
頗
る
多
い
。
な
か
で
も
宮
川
満
氏
・
佐
々
木
銀
弥
氏
・
熊
田
享

③氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
論
旨
を
展
開
さ
れ
、
拝
し
い
業
績
を
残
し
て
お
ら
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れ
る
。
私
の
拙
い
…
文
も
こ
れ
ら
先
学
の
学
恩
を
え
て
は
じ
め
て
綴
る
こ
と
が

出
来
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
蛇
足
す
ら
も
っ
け
加
え
え
な
い
ま
ま
に

終
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
る
。

二

　
こ
の
地
の
惣
村
を
問
題
と
す
る
時
、
ま
ず
中
小
拝
聴
暦
の
経
済
密
な
、
ま
た

社
会
的
な
霞
立
化
の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
の
展
腸
の
時
点
を
ど
こ

に
座
標
せ
し
め
る
か
と
い
う
閲
題
か
ら
説
明
を
は
じ
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
惣
村
の
成
立
が
関
名
主
屠
に
対
抗
し
つ
つ
成
長
し
て
来
る
中
小
農
民
層

の
、
経
済
的
社
会
的
自
立
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
暴
本
的
な
モ
メ
ン
ト
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
熊
田
享
氏
が
A
1
1
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）

今
堀
神
畠
坪
付
と
1
3
－
－
応
永
一
コ
ニ
年
（
一
四
一
六
）
今
堀
神
田
納
帳
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

土
地
台
帳
を
比
較
検
討
さ
れ
、
そ
の
登
録
鼠
鳴
の
階
層
的
性
格
を
趨
求
さ
れ
た

結
果
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
頒
主
山
門
が
そ
の
守
護

神
で
あ
る
購
告
神
詣
の
末
社
に
し
て
こ
の
地
に
鎮
座
し
て
い
る
今
堀
臼
指
導
籔

に
紺
し
て
与
え
た
神
田
畠
を
記
録
し
て
い
る
の
が
A
お
よ
び
B
の
土
地
台
帳
で

あ
る
が
、
こ
の
両
史
料
は
、
各
筆
の
記
載
順
序
や
所
在
地
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が

認
め
ら
れ
ず
、
B
に
お
い
て
、
新
し
く
各
筆
の
年
貢
額
と
簗
徳
以
後
寄
進
さ
れ

た
一
四
筆
の
神
賠
と
が
響
き
失
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
登
録
農

民
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
，

　　

@
度
斎
忌
綾
近
五
郎
三
郎

と
い
う
B
の
一
筆
の
記
載
は
、
A
に
お
い
て

　
　
　
一
反
ソ
ト
バ
前
　
西
左
近

の
如
く
、
A
の
年
貢
負
担
者
西
の
左
近
は
、
B
に
至
っ
て
「
元
酋
左
近
」
と
呼

ば
れ
、
B
現
在
の
貢
納
費
任
渚
「
今
ハ
癒
五
郎
三
郎
」
と
対
地
し
て
記
載
す
る

方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
B
に
「
元
」
　
「
太
ぬ
の
語
を
付
し
て
い
る

も
の
は
、
い
ず
れ
も
A
に
お
け
る
貢
納
責
任
者
で
あ
る
。
そ
し
て
B
現
在
に
お

い
て
難
し
く
貢
納
費
任
鳶
と
な
っ
た
も
の
は
一
二
七
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
登

録
農
罠
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
性
格
を
持
ち
、
A
段
階
の
貢
納
貴
任
春
と
綱
互

に
ど
の
よ
う
な
経
済
的
鮭
会
約
な
閥
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
閲
題
を
究
明
す
る

こ
と
が
、
中
小
農
帯
磁
の
自
立
化
に
関
連
す
る
最
大
の
焦
点
で
あ
る
。
こ
の
点

に
ふ
れ
て
熊
田
氏
は
、
B
現
在
の
新
し
い
貢
納
負
担
者
を
旧
来
の
貢
納
認
諾
者

に
従
属
し
て
い
た
小
農
民
層
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
上
昇
し
、
事
実
上

の
土
地
所
有
者
と
し
て
年
貢
を
負
熟
す
る
ま
で
に
成
長
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、

一
五
世
紀
の
前
半
に
小
農
民
層
の
自
立
展
開
の
時
期
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
見
解
は
い
ま
は
亡
き
藤
田
五
郎
丸
に
よ
っ
て
賄
襲
さ
れ
、
小
農
民
の
捨
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
説
く
史
料
の
解
説
に
も
援
用
さ
れ
る
な
ど
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
最
近
佐
々
木
銀
弥
氏
が
鋭
く
批
判
さ
れ
、
否
定
的
な
冤
解
を
発
表

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
必
ず
し
も
露
語
的
な
支
持
を
え
て
い
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表1

観世今堀郷の農民構造と延暦寺（黒川）

　　　　　　　　　　　　　　　　第
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⑦

る
わ
け
で
は
な
い
。
少
く
と
も
い
ま
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要
を
感
ず

る
。
そ
の
際
、
問
題
解
決
の
た
め
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
は
、
佐
々
木

氏
が
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
、
B
現
在
の
貢
納
一
三
考
の
個
々
に
つ
い
て
、

そ
の
社
会
的
な
性
格
を
、
現
存
す
る
ほ
ぼ
同
時
代
の
史
料
に
よ
っ
て
追

求
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
B
翻
応
釦
ハ
ニ
ご
一
加
十
（
一
四
　
山
ハ
）
ム
》
堀
物
心
神
田
納
脚
帳
に
登
録
さ
れ
た

人
々
に
つ
い
て
、
他
の
史
料
を
参
照
し
つ
つ
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
類

し
た
の
が
第
1
表
で
あ
る
。

η
　
殿
の
敬
称
を
持
つ
者
は
、
B
に
お
い
て
、
中
河
・
衛
門
二
郎
・
源

〔　
内
・
左
近
四
郎
・
南
部
・
馬
・
左
近
（
布
施
）
・
新
・
大
夫
・
大
西

　
の
計
一
〇
人
を
数
え
る
が
、
こ
の
他
正
長
元
年
（
｝
四
二
八
）
　
一
一

　
月
＝
一
日
の
大
磐
若
経
勧
進
帳
に
よ
れ
ば
、
馬
と
左
近
は
重
複
し
、

　
新
に
彦
六
と
衛
門
が
こ
の
敬
称
を
受
け
、
記
載
人
数
三
八
人
の
う
ち
、

　
殿
の
称
を
持
つ
考
の
四
／
五
人
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
「
ノ
ウ
へ
」

　
は
売
券
に
散
見
す
る
野
辺
の
こ
と
で
あ
る
。
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）

　
今
堀
の
北
明
阿
弥
名
畠
一
反
一
二
〇
歩
を
買
得
し
た
の
は
「
の
う
え

　
　
　
匪
　
　
　
　
　
⑧

　
の
西
殿
」
で
あ
る
が
、
殿
を
付
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

　
野
辺
氏
も
殿
を
敬
称
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
し
た

　
が
っ
て
第
一
月
頭
3
項
に
み
ら
れ
る
如
く
、
他
の
史
料
か
ら
殿
の
敬

　
称
を
持
つ
こ
と
を
実
誕
し
え
た
彦
六
・
衛
門
・
野
辺
の
（
3
）
人
を
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含
め
て
一
三
／
三
七
人
、
全
体
の
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。

23

氓
ﾉ
姓
を
有
す
る
者
六
人
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
野
辺
は
除
く
、

〔　
ま
つ
馬
殿
は
応
永
三
〇
年
代
に
田
畠
二
反
一
八
0
歩
（
直
銭
八
貫
交
）
を
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
得
す
る
程
の
資
産
を
持
ち
、
建
武
以
来
の
名
家
馬
鐸
家
の
後
畜
と
考
え
ら
れ

　
⑭

　
る
。
布
施
新
殿
は
保
内
の
布
施
に
居
を
占
め
、
一
五
・
六
世
紀
を
通
じ
て
守

　
護
六
角
氏
の
被
富
で
あ
っ
た
衛
施
氏
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
山
族
で
あ
ろ
う
。

　
甲
斐
に
つ
い
て
は
、
日
吉
神
社
文
書
四
－
四
三
、
応
永
三
三
年
一
二
月
二
七

　
目
左
近
借
摺
証
文
の
端
裏
に
「
今
ほ
り
左
近
う
り
け
ん
甲
斐
公
口
入
」
と
み

　
え
る
の
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
が
、
甲
斐
が
甲
斐
無
と
果
し
て
同
一
人
物
で

　
あ
る
の
か
、
も
と
よ
り
明
か
で
な
い
。
た
と
え
そ
の
一
族
に
し
ろ
、
借
用
の

　
た
め
の
口
添
え
を
し
う
る
と
こ
ろ
に
、
甲
斐
一
族
の
持
つ
優
越
し
た
鮭
缶
的

　
地
位
が
推
定
さ
れ
る
。
大
西
殿
も
他
の
史
料
に
お
い
て
「
八
十
歩
不
　
大
西

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
殿
」
と
、
殿
を
も
つ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
大
西
二
郎
三
郎
・
大
西
下
瓦
弥
・

　
大
西
太
郎
衛
門
広
（
弘
）
次
な
ど
、
大
西
を
姓
称
す
る
入
節
を
史
料
に
散
見

　
す
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
管
見
の
限
り
で
は
、
中

　
義
疏
に
つ
い
て
ふ
れ
る
べ
き
史
料
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

釣
ま
た
日
吉
神
社
文
書
五
⊥
六
、
正
曇
兀
年
（
一
四
二
八
）
八
塁
百
菜

〔　
畠
売
券
に
、
「
今
堀
老
人
」
1
ー
オ
ト
ナ
と
し
て
署
名
し
て
い
る
正
覚
坊
・
大
夫

　
殿
を
登
録
者
の
う
ち
に
認
め
う
る
。

　
概
し
て
姓
の
有
無
は
そ
の
社
会
身
分
を
認
知
す
る
重
要
な
標
織
で
あ
り
、
一

般
的
に
姓
を
有
す
る
も
の
は
多
く
地
侍
や
有
力
名
主
厨
に
属
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
事
実
、
ま
た
殿
を
も
つ
て
敬
称
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
卓
越
し
た

社
会
的
地
位
を
示
し
て
い
る
事
例
な
ど
を
こ
こ
に
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
人
々
の
う
ち
に
は
、
大
磐
若
経
の
た
め
、
馬
・
左
近
の
如
く
最
高
の
一

貫
文
を
、
衛
門
二
郎
・
彦
六
は
五
〇
〇
文
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
進
し
て
、
囲
額
寄
進

藩
の
二
／
三
人
、
二
／
四
人
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
他
正
覚
坊
・
刑
部
・
左
近

の
三
人
は
庵
室
如
法
経
道
場
に
田
畠
を
寄
進
す
る
な
ど
、
そ
の
経
済
力
も
豊
か

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
“
ま
ま
で
列
記
し
て
来
た
人
々
は
、
単
な
る
小
農
民

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
等
は
地
無
・
有
力
名
主
あ
る
い
は
オ
ト
ナ
と
し
て
、

そ
の
優
越
し
た
経
済
的
基
礎
と
祉
会
的
地
位
を
村
落
に
座
標
し
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
な
お
石
塔
寺
の
竹
林
坊
・
正
円
坊
・
門
正
坊
は
、
神
官
乃
至
僧
侶
と

し
て
、
宗
教
に
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
有
力
名
主
、
地

侍
が
オ
ト
ナ
の
圧
覚
坊
の
如
く
法
体
を
称
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
、
神
田
贔
の
他
に
土
地
を
持
ち
、
庵
室
如
法
経
道
場
に
対
し
て
、
正

円
坊
は
一
反
○
八
○
歩
を
、
ま
た
竹
林
坊
は
一
反
の
田
畠
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
進
し

て
い
る
点
か
ら
、
経
済
的
に
い
っ
て
も
、
一
方
神
官
僧
侶
と
い
う
そ
の
社
会
身

分
か
ら
考
え
て
も
、
彼
等
三
人
を
地
侍
や
有
力
名
主
と
ほ
ぼ
同
位
の
層
に
あ
る

も
の
と
推
定
し
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

43

c
る
一
八
人
を
検
討
し
て
み
る
。
実
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
存
在
形
態
を
実

〔　
証
す
る
と
な
れ
ば
、
一
、
二
の
導
鋼
、
つ
ま
り
、
叉
二
郎
と
兵
衛
三
郎
と
兵
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衛
一
二
郎
の
い
ず
れ
か
一
入
と
馬
五
郎
の
場
合
を
除
い
て
㌔
ほ
と
ん
ど
不
可
能

に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
A
、
B
の
土
地
台
帳
に
は
共
に
一
、
二
野
の
登
録
者
が
多
く
、
し
た
が
っ

て
双
方
の
稲
伝
関
係
を
辿
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
　
わ
ず
か
に
布
施
御
子

（
A
）
　
　
布
施
新
殿
（
B
）
、
馬
允
（
A
）
一
馬
殿
（
B
）
と
右
の
又
二

郎
の
三
例
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
又
二
郎
は
、
A
に
お
け
る
登
録

筆
舌
の
筆
頭
を
占
め
る
弥
二
郎
の
五
＼
六
筆
を
続
窮
し
、
新
に
A
に
み
え
る

五
筆
と
B
に
至
っ
て
新
し
く
登
録
さ
れ
た
二
筆
の
計
一
二
筆
六
反
一
九
〇
歩

の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
六
筆
は
、
寛
正
四
年
（
…
四
六
三
）
今

堀
神
田
納
日
記
に
よ
れ
ば
、
左
衛
門
三
郎
が
相
伝
し
て
い
る
。
な
お
弥
二
郎

　
　
又
二
郎
　
　
左
衛
門
三
郎
の
根
互
は
、
親
と
子
乃
至
は
養
子
の
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
兵
衛
三
郎
と
兵
衛
三
郎
の
い
ず
れ
か
一
人
と
馬
五
郎
兄
弟
は
、
間
違

い
な
く
日
吉
鮭
の
神
主
で
あ
ろ
う
道
泉
の
子
恩
で
あ
る
。
こ
の
心
馳
は
如
法

経
道
場
や
薬
師
霊
に
計
四
反
三
四
〇
歩
の
田
畠
を
嵜
進
ず
る
程
の
資
財
を
有

し
て
い
る
が
、
β
帳
に
お
い
て
は
自
ら
は
登
録
さ
れ
ず
、
代
っ
て
そ
の
子
息

が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
一
簗
一
八
○
歩
の
貢
納
貴
醜
行
に
過
ぎ
な
い
孫
四
郎
が
8
帳
と
年

」
も
同
じ
く
高
温
文
遺
口
一
一
悶
【
感
ふ
ハ
ニ
一
一
憲
十
　
（
一
四
一
六
）
　
一
　
一
日
μ
二
五
口
目
一
義
券

に
「
愚
支
衆
方
」
の
代
表
と
し
て
署
名
し
て
い
る
蛇
溝
の
孫
四
郎
と
同
一
人

　
で
あ
れ
ば
、
穏
当
の
資
財
を
有
す
る
も
の
か
、
若
し
く
は
か
な
り
の
社
会
的

　
信
用
を
え
て
い
た
も
の
と
見
傲
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
煎
記
の
大
磐
若
経
勧
進
帳
を
み
る
と
、
又
二
郎
の
最
高
一
貫
文
、
彦
五
郎

　
の
二
〇
〇
文
を
除
き
、
五
郊
王
郎
・
藤
三
郎
・
漿
舞
戸
衛
三
郎
・
徳
…
門
五
郎
ら

　
は
す
べ
て
平
均
額
と
思
わ
れ
る
一
〇
〇
文
を
嵜
冠
し
て
い
る
。
ま
た
孫
太
郎
、

　
又
二
郎
、
衛
門
三
郎
、
馬
四
郎
な
ど
は
、
田
畠
を
庵
蜜
如
法
経
道
場
に
寄
進

「
し
て
い
る
。
こ
こ
に
列
挙
し
た
人
々
に
重
複
す
る
叉
二
郎
・
衛
門
三
郎
・
兵

　
衛
三
郎
・
東
兵
衛
三
郎
・
留
五
郎
の
他
、
孫
三
郎
も
黒
馬
社
の
神
田
畠
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
に
土
地
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
売
券
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
　
な
お
こ
の
項
に
ふ
れ
た
人
々
の
う
ち
、
又
二
郎
・
兵
衛
三
郎
と
嬢
兵
衛
三

　
郎
の
い
ず
れ
か
一
人
と
馬
五
郎
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
の
大
部
分
は
、
実
は

　
人
名
の
比
定
が
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
、
論
証
的
な
弱
さ
を
持
っ
て
い

　
る
こ
と
は
充
分
認
め
て
い
る
。

萄
　
し
た
が
っ
て
史
料
的
に
全
く
手
掛
り
が
な
く
、
　
説
明
し
え
な
い
の
は
、

〔　
ム
サ
衛
門
二
郎
・
又
太
郎
・
西
衛
門
三
郎
・
北
左
近
五
郎
・
彦
王
難
・
又
二
鼠

　
の
六
人
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
・
地
侍
や
有
力
名
主
・
オ
ト
ナ
と
い
う
、
村
落
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ン
　
　
　
コ

い
て
優
越
す
る
社
会
身
分
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
1
と
2
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

お
い
て
検
討
を
加
え
た
一
九
入
に
、
4
の
又
二
郎
∵
丘
ハ
鋳
…
三
蛉
と
饗
兵
衛
三
郎

の
い
ず
れ
か
一
人
と
馬
四
郎
の
兄
弟
を
合
わ
せ
て
計
二
二
人
に
及
ぶ
こ
と
と
な

99　（771）



る
。
し
か
し
充
分
論
証
し
え
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
不
明
の
も
の
六
人
を
除
く

残
り
九
人
に
し
て
も
、
地
潜
や
有
力
農
罠
と
な
ら
ん
で
、
日
吉
社
に
対
し
田
畠

や
貨
幣
を
嵜
進
ず
る
程
の
存
在
で
あ
り
1
永
正
元
年
（
一
五
〇
顯
）
経
済
力

の
欠
乏
か
ら
宮
座
を
追
わ
れ
た
人
々
の
未
進
額
を
想
起
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
後
述
を
参
照
一
、
土
地
の
所
有
潜
を
含
ん
で
も
い
る
し
、
な
か
に
は
弥

二
郎
i
又
二
郎
的
な
梱
伝
関
係
を
持
つ
も
の
が
実
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
か

ら
、
単
・
な
る
小
農
畏
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
も
含
め
れ
ば
、

三
一
／
三
七
人
、
実
に
全
体
の
八
四
パ
ー
セ
γ
ト
が
、
熊
田
氏
の
い
わ
れ
る
農

民
の
牲
格
、
つ
ま
り
、
瞼
来
の
貢
納
負
担
者
の
も
と
で
現
実
の
耕
作
に
あ
た
っ

て
い
た
農
斑
が
次
第
に
独
立
の
地
位
を
か
ち
と
り
つ
つ
直
接
の
貢
納
責
任
者
に

ま
で
成
長
し
た
も
の
、
と
は
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て

少
く
と
も
一
五
世
紀
の
初
期
、
B
帳
の
段
階
に
禮
接
年
貢
を
負
担
す
る
自
立
的

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
小
農
民
層
の
広
汎
に
お
よ
ぶ
成
立
の
時
点
を
求
め
る
こ
と
は
否
定
せ
ざ
る
を

え
な
い
。

　
し
か
し
竹
林
坊
の
土
地
を
又
二
郎
が
請
作
し
、
布
施
新
殿
の
下
に
は
作
人
名

が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
有
力
農
斑
相
互
に
お
け
る
拙
作
関
係
の
成
立

も
認
め
ら
れ
よ
う
し
、
小
農
民
謡
立
の
可
能
盤
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、

不
明
の
六
人
の
農
民
の
な
か
に
こ
そ
熊
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
持
つ

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ
ま
で
を
否
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
地
曳
層
が
領
主
延
暦
寺
に
よ
っ
て
他
の
一
般
農
属
藺
と
同
列

に
、
貢
納
負
担
表
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
布
施
新
殿
が
神

田
贔
を
作
人
に
小
作
さ
せ
な
が
ら
、
今
堀
日
吉
神
社
文
書
、
六
、
～
二
八
、
応
永

三
二
年
（
一
四
二
五
）
三
月
二
六
日
又
二
郎
売
券
の
四
至
に
「
布
施
新
殿
作
」

と
み
え
て
自
作
地
を
も
つ
て
い
る
ご
と
く
、
彼
ら
が
濃
茶
経
営
か
ら
な
お
充
分

に
は
分
離
し
て
お
ら
ず
、
農
民
的
な
性
格
を
残
し
て
一
般
農
畏
襯
と
の
経
済
的

社
会
的
分
化
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

三

　
第
一
表
に
よ
れ
ば
、
一
段
代
乃
至
は
そ
れ
以
下
の
零
細
な
階
層
に
属
す
る
二

八
人
の
な
か
に
、
一
〇
人
は
殿
の
敬
称
を
持
ち
、
一
一
人
は
地
侍
で
あ
り
、
有

姓
春
五
人
を
含
ん
で
い
る
事
実
が
注
厨
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
地
に
残
る
土
地
．

開
係
の
史
料
が
、
そ
れ
に
拠
っ
て
、
そ
の
村
落
の
経
済
構
造
や
社
会
身
分
の
分

化
を
転
々
に
論
じ
え
な
い
と
い
う
、
限
界
を
持
つ
こ
と
を
鮮
か
に
示
し
て
い
る
。

い
ま
に
残
る
土
地
瀾
係
の
史
料
は
－
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
以
後
、
永
禄

の
頃
ま
で
の
二
〇
〇
年
余
の
間
、
約
二
〇
通
現
存
し
て
い
る
が
、
桜
堤
検
地
が

推
進
さ
れ
た
段
階
の
検
地
帳
、
名
寄
帳
は
皆
無
で
あ
る
　
　
、
そ
の
多
く
が
、

年
号
こ
そ
異
な
れ
、
一
一
月
四
日
の
日
付
を
持
っ
て
お
り
、
他
庄
園
に
残
る
検

注
帳
・
内
検
帳
と
は
異
な
り
、
領
主
延
瞥
寺
が
今
堀
郷
全
地
域
で
は
な
く
、
そ

の
う
ち
の
神
田
畠
と
い
う
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
年
貢
の
徴
収
を
臼
的
と
し

て
毎
年
作
成
し
た
も
の
の
一
部
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
史
料
の
持
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つ
性
格
か
ら
い
っ
て
、
農
疑
の
土
地
所
有
の
全
構
造
と
農
業
経
営
の
実
態
を
知

り
え
な
い
史
料
を
根
拠
に
し
て
は
、
そ
の
登
録
農
民
の
階
厨
構
成
と
か
村
落
の

擬
疑
構
造
を
決
定
し
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
熊
田
氏
が
こ
の
地
に
お
け
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そ　の　他

（その年限り）

計

る
小
農
畏
の
自
立
・
上
昇
の
過
程
を
追
求
さ
れ
た
際
、
こ
の
史
料
的
な
義
血
に

対
し
て
余
り
配
慮
を
払
わ
れ
な
い
ま
ま
に
論
旨
を
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
佐

々
木
氏
の
そ
し
て
私
も
ま
た
、
氏
の
見
解
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
一
因
が
あ

る
。　

こ
の
神
田
畠
に
関
す
る
坪
付
・
斗
帳
・
年
貢
目
録
帳
な
ど
は
既
に
佐
々
木
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
た
い
が
、
登
録
春
一
人
当
り
の
平
均

所
（
占
）
有
合
数
は
、
最
高
二
、
五
酋
、
最
低
一
、
三
九
で
あ
り
、
一
筆
の
登

録
者
が
実
に
そ
の
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
で

私
は
別
の
観
点
に
立
っ
て
、
登
録
墨
斑
の
個
々
の
変
遷
を
ほ
ぼ
可
能
に
近
い
範

囲
に
お
い
て
整
理
し
、
図
示
し
た
の
が
次
の
第
2
衷
で
あ
る
。

　
ま
ず
こ
の
図
蓑
を
説
明
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
F
・
G
・
H
…
…
、
ま
た

f
・
9
・
h
…
…
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
文
明
一
三
年
・
同
一
四
年
・
同
一
八
年

の
納
帳
、
年
貢
冒
録
帳
を
表
示
す
る
符
暑
で
あ
る
。
内
容
が
極
め
て
簡
単
で
あ

る
応
安
一
　
年
（
一
露
六
九
）
と
嘉
慶
二
年
（
一
ヨ
八
八
）
の
関
係
史
料
を
除
き
、

年
代
の
最
も
古
い
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
今
堀
山
神
畠
坪
付
を
A
と
し
、
以

下
年
代
順
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
符
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
F
銭
文
明
コ
ニ
年
の
史
料
は
、
年
代
順
か
ら
い
っ
て
、
第
六
番
繍
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
お
い
て
、
A
か
ら
D
1
1
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
の

今
堀
神
田
納
日
記
ま
で
を
除
外
し
て
F
か
ら
は
じ
め
た
理
由
は
、
登
録
農
罠
の

増
減
を
隅
一
人
名
に
よ
っ
て
調
査
す
る
関
係
上
、
そ
の
聞
の
史
料
権
互
に
時
聞

101 （773）



的
な
断
層
が
み
ら
れ
、
D
か
ら
F
の
間
に
も
二
〇
年
近
い
時
間
の
経
過
が
あ
る

た
め
で
あ
っ
て
、
鯛
に
他
意
は
な
い
。

　
次
に
f
の
五
二
入
、
二
八
人
…
…
と
い
う
人
数
の
移
動
は
、
F
に
登
録
さ
れ

た
六
九
人
の
年
貢
負
担
者
を
規
準
と
し
、
そ
の
登
録
者
の
う
ち
、
G
匪
文
明
一

四
年
や
H
旺
文
明
一
八
年
の
史
料
に
、
そ
れ
ぞ
れ
五
二
人
と
か
二
八
人
の
同
一

人
物
の
存
在
を
指
摘
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
9
・
h
・
i
…
…
な
ど
も
す

べ
て
F
の
登
録
煮
数
六
九
人
を
基
点
し
、
そ
の
他
の
項
に
み
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ

の
そ
の
年
に
は
じ
め
て
登
録
さ
れ
た
人
数
、
た
と
え
ば
G
の
一
七
人
の
そ
の
後

の
変
化
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
」
行
の
示
す
二
二
人
置
一
人
、

忌
事
人
、
一
六
人
と
い
う
数
は
、
」
期
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
段
階
に
お
い

て
、
f
か
ら
引
き
続
き
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
二
／
五
二
人
、
9
の
そ
れ

が
ジ
五
人
、
h
の
そ
れ
が
一
六
／
二
六
人
、
i
の
そ
れ
が
ニ
ハ
／
二
七
人
存

在
す
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
（
　
）
の
人
数
は
、
そ
の
年
限
り
登
録
さ
れ
、
次

の
史
料
で
は
掛
減
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
登
録
者
総
数
に
お
い
て
、
佐
々
木

氏
の
計
算
と
多
少
の
差
異
が
み
ら
れ
る
が
、
行
論
の
大
勢
に
左
程
の
影
響
が
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
一
応
私
の
計
算
に
従
っ
て
お
く
。

　
こ
こ
で
私
は
次
の
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
F
か
ら
し
に
至
る

わ
ず
か
一
一
年
の
闘
に
、
G
に
み
り
れ
る
f
の
人
数
は
一
八
／
五
二
人
に
、
H

に
み
ら
れ
る
9
の
人
数
は
一
／
五
人
に
、
以
下
し
に
み
ら
れ
る
一
の
入
数
が
一

〇
／
一
二
人
と
、
　
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
六
五
、
八
○
、
五
四
、
二
五
、
一
七
パ
ー
セ

ン
ト
が
消
滅
し
、
変
動
の
激
し
さ
に
驚
く
が
、
そ
れ
と
共
に
、
各
史
料
の
新
登

録
春
を
年
数
で
除
す
る
と
、
　
一
四
九
人
ζ
一
年
踏
一
四
人
程
度
が
侮
年
環
わ

れ
て
来
る
平
均
鎮
と
な
る
が
、
　
そ
の
う
ち
年
平
均
八
人
（
七
九
人
二
年
）
、

つ
ま
り
、
六
〇
パ
…
セ
ン
ト
近
く
の
も
の
が
次
の
史
料
に
お
い
て
そ
の
姿
を
消

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
明
一
三
年
・
周
一
四
年
・
同
一
八
年

に
登
録
さ
れ
た
貢
納
責
任
着
が
、
わ
ず
か
一
〇
年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
そ
の
半
数

以
上
が
消
減
し
て
・
い
る
こ
と
は
、
上
昇
と
転
落
と
い
う
、
二
つ
の
契
機
に
よ
る

農
罠
層
の
階
層
分
化
の
激
し
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
今
堀
日
吉
神
赴
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
売
券
に
よ
っ
て
、
同
一
所
在

地
の
売
買
の
変
遷
過
程
を
蓮
っ
て
え
た
一
一
の
事
例
を
整
理
し
た
の
が
第
3
表

で
あ
る
。
売
券
の
多
く
は
最
終
的
に
今
堀
日
吉
神
社
や
そ
の
関
係
春
に
関
連
す

る
も
の
に
限
ち
れ
、
農
民
相
互
の
土
地
売
買
を
示
す
史
料
は
鳴
く
一
部
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
わ
ず
か
一
一
の
実
例
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
土
地
所

（
占
）
有
の
移
動
は
か
な
り
激
し
い
。
特
定
の
年
の
買
得
考
が
史
料
的
に
つ
づ

く
次
の
売
券
の
売
却
潜
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
闘
に
少
く
と
も
一
番
乃
至
は
そ

れ
以
上
の
売
買
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
1
の
如

く
一
二
二
年
間
に
五
回
以
上
と
い
う
場
禽
も
、
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
7

の
如
く
一
年
に
二
圃
と
い
う
、
極
端
な
事
例
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
三
、
四

年
に
一
回
の
割
合
で
売
買
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
4
・
5
・
6
・
！
0

・
！
1
の
壌
実
は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
3
・
9
の
場
合
は
、
も
っ
と
短
い
時
聞
の
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　　　　　　　　　　　　　　第　　3　表

糞下が土地酩靴i酬売・紅玉緒史料墨、
i　1［

ll柴原郷・字i

　　　　　　　田l
iF7fgs硲

口
1今堀郷内字｝

2

　宮東副

、
羅

　　1　　　　　　　　　　；幽　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　；自慰1378）焦太繍認1，、震

210歩i胴・玉7（1410）孫三良　、刑龍郎

墜・（1499）｝三郎繍・1烹評

180歩i

　　”rrmrrr．vl
畷」禽藻2　、（1391）i才｛酬う厘　四　i’ミ1S

　　　　ll

〃　3；（／392）オlf同歯ドヨブァ、

　　　I　　　i

布施内方

常願寺之
絹織

六43

六27

三三14

蓮華郷内字i

3隣家南i畠
l　　　　　　　　　i
t　　　　　　　　1

4

5

6

【
’

今堀郷字
中填内北

蛇溝郷内字

名墨淵

菜地

爵
田

柴願内劇
　　　　　田
山路西

今堀一宇i
　　　　　屋敷
東村　　　1
　　　　1

8i倉前堀ll19｝田

・［叢謬繊・

10t今堀郷内し、

　靴　　門

　　　　1艀・｛（1433）細に…

1反150諱G…1111鳴，太謙

2畔
繁獣綿嬬撚｝：

5回
箆2犀

六28ヒ

　　■図
六23．2年

　　　　　
左近1六34
不　鰍六39
　　明i六12不
　　　　］

1反！80歩

／所

三郎左衛門

今堀惣
　　　　　じ

赫32 堰i1425）衛　門

永郭i（1432）1兵衛三郎

馬　　殿

左衛門
文鷺1（・466）兵衛鴎刑部v、郎
　　　ミ
姻11i（！479）次郎鮒冠．．鰯惣

　　Iw文12
1所i，，

　　i

；（面i永

　〃　i若
　順
衛　門

門
惣

衛
堀

若
今

庵
久
郎

稲
　
前

盛
永
介

曲
論
久

三
福

門
循
幸
永

の
助
の
…

39

S3

S4

D

σ
σ
σ

元
1
1
1
2

永
享

応
永
〃

　
歩

　
6
0

　
2

1反

　　　　　　　　　
吝明li灘；i翼原威願姦

　　　i　　　　　｛

聡臣明塑茎塞衛鐵

72歩 D購ill蹴堀三

兵　　衛

左近四郎

兵衛三鄭

i真乗坊

六69

七13

六17

六47

六25

五8

4六

2
糟
、

一
／

六37

七24

六15

六38

六63

六35

六19

　ぼ

11陰面四丁，
i宮東

左　iE…i五／6

＋禅師i五22

回
年

4
b
O

隅
年

3
…
1
0

回
年

Q
J
8
恩
年

3
一

．
4

ユ

回
軍

2
…
1

3回」
醇一；軍

回
奪

2
…
3

6照

臨
年

3
1
1

年
貢
未
進
書
出
が

　
⑳

あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
に
対
比
し
う
る

史
料
と
し
て
幸
い

に
も
s
舞
天
文
一

の77（031

一
〇
年
（
｝
五
四

一
）
＝
月
四
日

闘
に
移
動
し
て
い

る
。
そ
れ
も
史
料

の
持
つ
偶
然
性
の

い
た
ず
ら
と
も
思

え
ば
思
え
る
が
、

左
記
の
事
実
と
関

連
し
て
み
る
と
き
、

私
に
は
単
な
る
偶

然
と
は
旧
心
え
な
い

の
で
あ
る
。

　
い
ま
一
つ
の
事

実
を
挙
げ
て
み
よ

う
。
こ
こ
に
天
文



第　　4　表

番
号 人 名 Sにおける貢納額 未進　額

門
郎
郎
，
門
門
郎
郎
怖
怖
こ
門
郎
門
口
わ
道
道
門
門
口
脇
門
戸
郎
郎
近

離
翼
二
藍
鋪
太
∴
繍
∴
ζ
望
醗

又
兵
左
若
藤
藤
左
左
転
む
奥
弥
奥
縞
石
左
殴
宮
中
初
左
口
大
潮
次
左

、
．
劇
、
曝
驚
ポ
，
初
、
東
㈹
ホ
、
獅
堅
繊
原
”
　

御
．
恥
，
，
．
，
．
東
仔
京
北

道
か
　
　
　
　
能
…
ア
　
茶
…
　
今
　
柴
　
　
　
　
　
堂
　
　
　
イ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
．
廻
1
5
1
6
1
7
綿
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

200文1100文，6A，50女，1斗

80文，　1チト2合

2QQ文，1斗，4升，20Q文
バロ

8sF，　6合，　5チ1一，　4含

8升，IOO”xt
小
2」斗6チ駈7合

200交，157文
小
4，斗・4チト，　4チ1一

小

1斗2升7奮5勺
大

7斗，200交
小

2斗6升7合，7合5勺，100文，100交

　　　小3QO女，　7チV5合

7倉5勺，　4合5　f‘J

・・7N，奏升2合的，舗升5合

小

3斗5升

200文，　ls｝5プト

6升
大

1升2合，5G文
大　　か　　　　　tl・
6升，1斗，6舎，5斗6升7合，5合
本　　　　大
2斗2升，4升5合9勺
　　　大300文，　6チを，　6合・　　　　　　　　　　　一

2升3合，1斗2升，8升

6合5勺
小　　　　　小

4斗5升，1斗
大　　　　　　　　大
1斗2升・？OO文・6升

50文，！斗
小

4升

30b文

8升

27交

3升7舎

92文
ノト

8升，4升

7合5勺

200交

100文

3Q文

24文

Isト3チi－5合

1斗5プゼ

100交

6升
大（2カ）

1升5合，　50文
大

7升6合

2調＿6ヲ：卜5舎，4升5合

300文

67文

33交
　（5カ）

6合7勺
小
4sl－5｛i・，　1斗

1斗，8升，37文

○
○

○
○

翫あで者納未額全は○

○
年
今
堀
神
田
納
帳
が
残

っ
て
い
る
。
一
一
月
四
日

と
い
う
月
日
は
、
今
堀
臼

吉
神
社
の
．
神
田
畠
に
関
す

る
紬
…
帳
や
年
貢
目
録
が
、

多
く
作
成
さ
れ
て
月
日
で

あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て

年
貢
の
未
進
が
神
田
畠
の

そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ

誤
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
を

対
照
し
た
の
が
第
4
表
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

未
進
額
が
貢
納
額
よ
り
も

多
い
2
・
2
0
の
離
合
と
か
、

貢
納
額
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
銭
納
額
が
未
進
額

に
含
ま
れ
て
い
る
爲
・
2
3

の
事
例
も
あ
る
が
一
誤

っ
て
記
入
し
た
た
め
か
、

の77（041



中憶今堀郷の濃民構造と延暦寺（黒llD

筆
写
の
際
私
が
誤
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
一
、
そ
れ
に
し
て
も
S
に
登
録
さ

れ
た
質
納
責
任
者
一
〇
〇
人
の
う
ち
、
実
に
二
六
人
が
未
進
し
て
い
る
。
そ
の

未
進
額
に
し
て
も
、
一
部
納
入
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
米
に
し

て
一
斗
以
下
、
現
銭
は
一
〇
〇
文
以
下
と
い
う
の
が
多
く
、
特
に
多
い
と
い
う

程
の
額
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
未
進
し
て
い
る
、
た
と
え
ば
2
4
の
イ
ノ
子
左
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
力
）

二
郎
の
如
き
は
、
わ
ず
か
に
六
合
七
勺
で
あ
る
。
滞
納
が
一
部
で
あ
れ
、
ま
た

全
部
で
あ
れ
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
極
め
て
小
額
を
未
進
せ
ざ
る
を
え

な
い
生
活
の
現
実
が
、
二
藍
溜
の
階
層
分
化
に
お
け
る
没
落
の
モ
メ
ン
ト
と
な

る
意
味
に
お
い
て
注
巨
し
た
い
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
　
「
無
力
」
と
い
う
、

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
、
宮
座
を
追
わ
れ
た
立
ノ
又
太
部
以
下
一
五
人
の
農
昆

は
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
コ
…
ス
を
辿
っ
て
没
落
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
彼
等
の
な
か
に
は
、
神
田
納
帳
に
お
い
て
貢
納
責
任
渚
と
し
て
登
録
さ
れ

な
が
ら
、
数
年
後
の
関
係
史
料
で
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
事
実
が
第
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

表
の
傾
向
と
符
合
し
て
興
味
を
惹
く
。

　
こ
の
よ
う
な
転
落
は
そ
の
反
諏
上
昇
を
伴
な
う
。
R
1
1
永
正
七
年
（
一
五
「

○
）
今
堀
十
禅
師
田
畠
年
貢
臨
録
帳
に
登
録
さ
れ
た
貢
納
責
任
考
九
九
人
の
う

ち
、
そ
の
七
割
に
近
い
六
八
人
が
一
筆
の
貢
納
貴
翌
春
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
零
細
な
現
実
耕
作
者
を
貢
納
萱
任
者
と
し
て
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
経
済
環
境
の
裡
に
、
ま
た
毎
年
一
四
人
程
度
の
農
民

が
沖
し
く
登
録
さ
れ
て
来
る
事
実
か
ら
み
て
、
そ
こ
に
上
昇
・
自
立
す
る
小
農

斑
屠
の
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
旧
来
の
名
主
層
の
隷
属
か
ら
次
窮

に
独
立
を
克
ち
と
り
、
解
放
の
過
程
を
歩
ん
だ
人
々
、
さ
し
む
き
こ
の
地
に
み

、
え
る
「
中
人
・
間
人
」
が
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
農
民
と
考
え
ら
れ
る
。

既
に
一
五
世
紀
の
前
半
、
宮
座
の
座
公
事
を
納
入
す
れ
ば
、
　
「
中
人
・
闘
人
」

と
い
え
ど
も
、
座
の
末
席
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
闘
の
事
情
を
反
映
し
た

　
　
　
　
　
　
⑧

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
登
録
農
民
の
個
々
に
つ
い
て
指
摘
し
実
証
す
る
こ

と
は
受
難
で
あ
る
。

　
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
登
録
田
畠
総
数
は
寛
肥
四
年
（
西
六
三
）
・
明
応

三
年
（
…
四
九
｝
）
・
天
文
一
〇
年
（
　
五
圏
一
）
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、

ま
た
直
接
年
貢
負
担
日
数
は
寛
正
他
年
・
文
明
一
三
年
（
～
四
八
一
）
・
天
交

一
〇
年
（
一
五
四
一
）
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
聞
多
少
の

増
減
を
示
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
増
加
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
増
加
に
は
、
そ
れ
な
り
の
事
情
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

た
と
え
ば
、
筆
数
の
場
合
、
神
社
に
対
す
る
田
畠
の
寄
進
、
漸
漸
地
買
得
地
の

増
加
な
ど
が
、
ま
た
登
録
質
風
の
場
合
に
は
、
本
家
履
に
お
け
る
二
、
三
男
の

放
蹟
や
旧
来
の
貢
納
貴
任
者
の
も
と
で
現
実
の
耕
作
に
当
っ
て
い
た
農
晟
の
登

録
な
ど
が
そ
の
原
閃
と
し
て
あ
り
ふ
れ
て
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
事
実
は
、

史
料
的
に
神
田
畠
に
限
ら
れ
る
と
い
う
、
捌
場
が
あ
る
と
は
い
え
、
既
に
検
討

を
終
え
た
B
帳
登
録
者
眉
と
は
階
層
的
性
格
を
異
に
す
る
農
艮
の
欝
立
膝
と
貢

納
貴
男
者
と
し
て
の
登
録
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
緻
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
村
落
の
経
済
露
国
の
変
化
は
、
粛
然
土
地
に
対
す
る
権
利
関
係

の
う
ち
に
投
影
し
て
来
る
。
所
謂
職
の
分
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
地
に
残
る

一
〇
九
通
の
土
地
売
買
お
よ
び
そ
れ
ら
の
土
地
の
変
遷
を
伝
え
る
手
継
証
文
を

含
む
売
券
の
う
ち
、
そ
の
記
載
か
ら
し
て
明
確
に
売
買
の
内
容
が
加
地
子
名
主

職
で
あ
る
こ
と
を
確
め
え
た
の
は
三
七
通
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
主
と
し
て

一
五
世
紀
の
後
半
か
ら
増
加
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
、

既
に
作
職
と
分
離
し
て
い
る
繍
地
子
名
主
職
を
転
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

旧
来
の
名
主
職
が
加
地
子
名
主
職
と
置
畳
に
分
離
し
た
階
期
は
そ
れ
よ
り
も
早

い
わ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
、
加
地
予
名
主
職
の
売
買
は
よ
り
広
汎

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寄
進
の
際
こ
と
さ
ら
「
雨
蓋
共
二
寄

進
」
と
か
「
作
玉
門
惣
エ
娼
猛
士
也
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

う
な
情
勢
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
加
地
子
名
主
職
所
有

看
が
広
汎
に
成
立
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
権
利
関
係
と
し
て
そ
の
下
に
作
職
所

有
者
（
そ
の
多
く
は
直
接
耕
作
奮
で
あ
ろ
う
）
が
広
汎
に
存
在
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
た
が
っ
て
作
職
も
ま
た
加
地
子
名
主
職
と
同
じ
く
頻
繁
に
転
売
さ

れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
売
券
の
四
至
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
今
堀
日
吉
神
話
文
書
五
、
天
文
一
九
年

（
一
五
五
〇
）
四
月
二
四
日
今
在
家
の
喜
春
売
券
に
み
ら
れ
る
ご
と
く

　
　
　
東
太
郎
衛
門
作
　
西
頼
太
郎
衛
門
作

　
　
　
南
長
泉
庵
作
　
北
木
戸
ノ
太
鄭
兵
衛
作

と
、
　
門
何
事
」
と
い
う
、
表
現
形
式
が
肥
倒
的
に
多
い
．
そ
の
な
か
に
あ
っ
て

同
文
書
冊
5
4
、
観
応
二
年
（
…
三
五
一
）
一
工
月
一
四
日
光
海
売
券
の
ご
と
く
、

　
　
　
限
東
九
郎
殿
畠
　
限
爾
介
次
郎
作

　
　
　
限
南
平
次
郎
畠
　
灘
北
彦
四
郎
作

と
、
「
何
畠
（
田
）
」
と
い
う
、
表
現
形
式
を
と
る
も
の
が
散
見
す
る
。
こ
の
よ

k
ノ
な
目
遣
現
形
式
を
一
｝
小
す
由
X
料
は
、
　
［
圓
回
文
灘
目
山
ハ
鴨
、
肯
入
歯
四
一
四
圃
年
（
一
閥
・
八
二
）

一
二
月
六
日
売
券
を
も
つ
て
消
滅
す
る
ま
で
一
五
通
程
度
存
在
す
る
が
、
加
地

子
名
主
職
の
転
売
が
頻
繁
と
な
る
一
五
世
紀
の
後
半
に
至
る
と
消
滅
す
る
点
、

そ
れ
が
単
に
表
現
形
式
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
「
某
氏

（
田
）
」
の
愚
（
田
）
は
門
限
東
の
う
へ
の
下
地
」
の
下
地
と
シ
ノ
ニ
ム
に
解
し

て
差
し
支
え
な
い
。
下
地
と
い
う
雷
葉
は
、
土
地
所
有
者
と
所
有
の
客
体
と
の

結
び
付
き
が
直
接
的
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
「
野
辺
下
地

　
　
　
⑲

左
近
作
」
と
、
一
五
世
紀
後
半
以
後
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
あ
り
ふ
れ
て
み
ら
れ
る

「
何
作
」
、
と
い
う
、
表
現
形
式
を
と
っ
て
「
左
近
作
扁
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ

と
さ
ら
「
野
辺
下
地
」
の
交
句
を
付
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
。
一
四
世

紀
の
後
半
か
ら
既
に
煎
地
子
名
主
職
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
都
実
で

あ
り
（
応
永
七
年
〔
一
四
〇
〇
〕
ま
で
の
ニ
響
く
〇
九
通
の
売
券
の
う
ち
、

加
地
子
名
主
職
の
売
買
を
示
す
史
料
は
わ
ず
か
に
二
通
で
あ
る
）
、
得
珍
保
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
職
）
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

谷
内
新
田
一
〇
〇
歩
に
つ
い
て
の
「
白
糠
」
の
規
定
も
み
ら
れ
、
職
の
分
化
が

進
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
門
何
畠
（
田
）
」
と
い
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う
喪
灘
形
式
は
、
土
地
の
所
有
と
経
営
と
の
分
離
が
未
だ
不
徹
薮
な
段
階
、
つ

ま
り
、
職
の
分
化
が
過
渡
的
な
段
階
に
お
い
て
型
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
y

職
の
分
化
が
顕
在
化
し
、
土
地
の
所
有
・
経
営
の
分
離
が
進
展
す
る
に
し
た
が

っ
て
、
　
「
豊
作
」
と
い
う
、
自
作
で
あ
れ
、
そ
し
て
小
作
で
も
あ
れ
、
土
地
所

有
者
よ
り
も
む
し
ろ
直
接
耕
作
蒋
を
登
録
す
る
表
現
形
式
を
と
る
よ
う
に
変
化

し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
野
辺
下
地
　
だ
近
作
」
と
い
う
表
現
形
式
は
、

「
何
畠
（
田
と
と
門
何
附
し
の
、
い
わ
ば
、
そ
の
激
闘
的
な
欝
欝
形
式
か
も
知

れ
な
い
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
職
の
分
化
現
象
は
、
農
罠
の
階
周
分
化
に
お
い
て
、

潴
地
子
名
主
職
を
集
積
す
る
も
の
も
存
在
す
れ
ば
、
上
昇
・
自
立
の
途
を
辿
っ

て
新
し
く
作
職
を
獲
得
し
た
も
の
も
存
在
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
反
面
、

舶
地
子
名
主
職
を
売
却
し
て
自
作
地
の
作
職
を
留
保
す
る
か
、
ま
た
は
作
職
を

手
離
し
、
実
質
上
の
土
地
所
有
権
を
喪
っ
て
没
落
の
途
を
辿
り
－
永
蕉
元
年

（
一
五
〇
圏
）
宮
座
を
追
わ
れ
た
立
ノ
又
太
郎
的
な
農
民
は
、
恐
ら
く
そ
の
よ

う
な
途
を
辿
っ
た
タ
イ
プ
で
あ
ろ
う
が
一
、
5
5
・
が
て
有
力
農
民
に
隷
従
し
て

行
く
農
民
が
実
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
か
く
の
如
く
、
不
充
分
な
検
討
で
は
あ
っ
た
が
、
納
帳
・
年
貢
目
録
帳
に
お

け
る
神
厳
律
の
登
録
農
民
と
そ
の
筆
数
の
変
化
の
実
態
、
職
の
分
化
な
ど
い
く

つ
か
の
視
角
を
通
じ
て
、
中
小
農
民
層
の
自
立
化
の
過
程
と
そ
の
実
態
を
模
索

し
て
来
た
結
果
、
私
は
ほ
庶
一
五
世
紀
の
後
半
に
そ
の
時
期
を
規
挿
し
て
み
た

い
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
佐
々
太
・
氏
と
高
じ
結
論
に
達
し
た
と
い
っ
て

よ
い
。
な
お
従
来
土
地
関
係
史
料
に
現
実
の
貢
納
貴
任
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た

地
侍
層
が
、
一
五
世
紀
の
後
半
か
ら
姿
を
消
し
て
行
く
こ
と
は
、
彼
等
の
土
地

所
有
と
そ
の
経
営
が
次
第
に
分
離
し
、
そ
れ
に
伴
な
．
つ
て
そ
の
社
会
身
分
が
一

般
農
躍
層
と
明
確
に
分
解
し
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

－
こ
の
よ
う
な
村
落
の
経
済
構
造
の
変
動
に
対
し
て
、
領
主
延
暦
寺
が
果
し
て

ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
対
応
を
示
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
領
主
の
側
が
年
貢
を
確
保
す
る
た
め
作
成
し
た
等
々
や
年
貢
目
録
帳
の
う

ち
に
、
そ
の
対
癒
の
在
り
方
が
反
映
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
ま
一

度
こ
の
点
に
焦
点
を
置
き
な
が
ら
、
土
地
台
帳
の
検
討
に
立
ち
返
え
て
み
た
い
。

　
各
種
の
土
地
台
帳
の
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
結
果
、
D
－
－
寛
正
四
年
（
一
四

六
三
）
今
堀
神
田
納
日
記
、
R
目
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
今
堀
十
禅
師
田
畠

年
貢
目
録
帳
お
よ
び
一
永
禄
九
年
（
一
五
六
七
）
今
堀
十
禅
師
田
畠
年
貢
巨
録

帳
の
縮
互
検
討
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
一
つ
の
手
掛
り
が
え
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
史
料
は
い
ず
れ
も
田
畠
の
面
積
・
所
在
地
・
年
貢
額

（
現
米
ま
た
は
現
銭
）
、
年
貢
担
当
者
名
を
記
入
し
て
い
る
。
た
だ
し
D
が
比
較

的
整
然
と
し
て
記
載
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
U
の
記
入
に
は
部
分
酌
な

錯
雑
が
目
立
つ
違
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
共
に
名
寄
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
た

だ
R
だ
け
億
、
炭
掻
検
地
帳
に
類
似
し
た
形
式
を
示
し
て
い
る
。
な
お
記
載
さ
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表5第

dCba

最大土地所有春

氏　　名 面　稜　i筆数

左衛門三郎　7反234歩1所i10
左衛陀郎2反・9Q歩i・
刑部二郎左衛門i9反240歩／眸114

豆
b

置
数

　
　
．
4
8

登
者

総筆数

ヤ＼＼
寮

2．54

1．60

2．03

99

W5

122

159

173

寛正4（1463）

永正7（1510）

永禄9（1567）
D
R
U れ

て
い
る
土
地
は
、
三
つ
の
史
料
に
共

通
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
す
べ
て
年
貢
を
徴

嘱
す
る
た
め
に
領
主
の
側
が
作
辛
し
た

土
地
台
帳
で
あ
る
点
変
り
は
な
い
が
、

殊
に
R
は
U
に
比
し
て
登
録
筆
数
に
お

い
て
少
な
く
、
逆
に
登
録
簿
数
は
多
い
。

最
大
土
地
所
有
者
に
つ
い
て
も
、
颪
擾

の
稲
続
被
相
続
関
係
に
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
D
・
R
の
左
籍
醐
口
一
二
郎
（
圃
一
入

で
は
あ
る
ま
い
。
後
述
を
参
照
）
相
互

に
、
実
は
七
難
五
段
以
上
の
差
が
診
て

い
る
事
実
が
注
回
さ
れ
る
。
第
5
表
を

参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
纂
実
を
究
明
す

る
た
め
、
こ
こ
ろ
み
に
U
に
登
録
さ
れ

て
い
る
土
地
の
個
々
に
つ
い
て
、
そ
の

相
伝
関
保
を
R
か
ら
D
に
と
逆
に
簸
る

と
、
三
〇
人
の
登
録
者
の
う
ち
、
そ
の

半
数
に
近
い
一
四
人
程
度
の
相
伝
系
譜

が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
を
便
宣
上
類

型
化
す
る
と
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

9
　
登
録
者
名
は
異
な
る
が
、
D
・
R
・
U
に
お
け
る
特
定
の
田
畠
を
す
べ
て

〔　
同
一
人
物
が
相
伝
し
て
い
る
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
た
と
え
ば
野
神
二
四
〇
歩
、
　
セ
キ
メ
一
畔
が
介
太
郎
（
D
）
一
若
大
夫

　
（
R
）
一
小
法
師
兵
衛
二
郎
（
U
）
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
の
が
一
例
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
（
以
下
顧
序
は
岡
じ
で
あ
る
）
、
源
太
衛
門
　
　
左
衛
門
二
郎
－
泉
阿
弥

　
　
　
　
　
　
③

　
（
暴
漢
二
反
）
、
コ
ウ
ヤ
ー
こ
う
や
猿
i
紺
屋
（
三
筆
　
反
二
四
〇
歩
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
畔
）
な
ど
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
D
は
不
明
で
あ
る
が
赤
大
夫
一
…
赤
大

　
夫
（
無
筆
一
反
〇
三
五
歩
）
も
こ
れ
に
入
れ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
し
か

　
し
実
例
は
少
な
い
。

勿
　
D
・
U
は
登
録
者
を
異
に
す
る
に
し
て
も
、
濁
一
人
物
に
網
伝
さ
れ
、
R

〔　
に
お
い
て
は
多
少
の
筆
数
に
特
定
者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ω
）
も
あ

　
る
が
、
そ
の
多
く
が
、
極
端
な
場
合
は
そ
の
す
べ
て
が
分
散
登
録
さ
れ
て
い

　
る
　
（
㈲
）
　
タ
イ
プ

　
　
道
信
坑
（
D
）
－
道
心
（
U
）
の
相
伝
地
が
R
に
お
い
て
道
心
・
四
郎

　
左
衛
門
（
匹
夫
名
一
一
反
）
・
湛
龍
庵
（
西
ノ
ヤ
ニ
ニ
○
歩
）
・
隣
左
近
（
宮

　
前
河
幣
一
下
）
の
四
人
に
分
散
記
入
さ
れ
て
い
る
の
が
実
例
で
あ
り
、
そ
の

　
数
は
多
い
。
そ
の
該
当
者
を
図
示
し
た
の
が
第
6
表
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
②

　
は
ω
に
属
す
る
が
、
1
・
4
・
5
・
7
な
ど
は
㈲
の
型
で
あ
る
。
な
お
3
・

　
6
・
8
・
9
は
不
明
分
を
含
む
た
め
、
ω
・
㈲
の
い
ず
れ
に
属
す
る
と
も
決

108　（78e＞
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第　　6　ii整

史
料

項
霞

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D U

名

道　信　三

左衛門三郎
瀬音左近三節

茶屋馬太郎
源　五　　郎

左近二郎左近

馬　二

爾　積

2反120歩1畔

7反234歩1所

2反120歩2畔

　180歩

1反180歩

3反052歩

　　　　衰匡　11反200歩

弥二駐酬・8・歩

彦太郎左近i2反070歩2畔

数筆 名

3
0
3
1
2
4
！
2
5

　
1

三
郎
門
馬
郎
　
馬
法
林

　
柱
衛
右

　
　
　
　
五
助
右

　
欝
う
屋

道
左
せ
茶
源
　
猿
道
道

面　積

3反240歩1畔

7反004歩

3反120歩

　270歩

1反180歩

5反200歩！障蔭

1反200歩1畔

　240歩
3反310歩1畔
1所

業　数
維i露ミi新力口】不明

7
3
ユ
2
3
ユ
ー
4

312
　　1

1

戸
0
1
1
9
自

3

2

1
1

R
人作

数

4
7
1
2
2
8
2
2
6

不明

り
Q
2

3

1
1　Uにおける日数のうち、継承はDからRを経て耀幽したもの、新加はR以後その継

承を認めうるもの、また不明はDにみられる土地のその後の相伝を明らかにしえない

ものをそれぞれ意味する。

　R項の作人数はUの登鯨藩に継承されている土地を含めているから、Uの筆数の合

計は、Rの作人数に不明を加えた数に符合するが、1・2には岡一入が重複している

ため一致していない。

　
め
兼
ね
る
場
台
で
あ
る
。
‘

　
な
か
で
も
複
雑
な
の
は
、
第
6
表
か
ら
除
外
し
て
は
い
る
が
、
U
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

最
大
の
土
地
所
有
看
刑
部
二
郎
左
衛
門
の
場
舎
で
あ
る
。
そ
れ
を
図
示
し
た
第

7
表
に
よ
れ
ば
、
東
衛
門
二
郎
の
四
／
毛
筆
、
東
ク
ッ
馬
二
郎
の
二
／
墨
筆
を
は

じ
め
、
や
や
不
確
実
で
は
あ
る
が
、
南
左
近
の
一
／
五
七
、
イ
シ
タ
ゥ
左
近
二
郎

の
一
／
二
筆
、
な
ど
を
継
承
し
、
ま
た
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
R
に
お
い

て
は
不
明
分
五
三
を
除
い
て
全
く
分
散
し
て
い
る
実
情
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
D
お
よ
び
U
の
貢
納
責
任
表
か
ら
検
討
を
は
じ
め
る
こ
と
に

し
た
い
。
D
の
史
料
を
同
文
書
閥
・
三
九
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
柴
原

田
雨
コ
イ
日
記
と
対
地
し
て
み
る
と
き
、
五
人
の
共
通
し
た
登
録
者
を
指
摘
し

う
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
第
8
表
に
よ
れ
ば
、
中
衛
門
や
イ
シ
タ
ゥ
左
近
（
二

郎
）
の
如
き
は
、
神
田
畠
よ
り
も
む
し
ろ
隣
郷
柴
原
に
、
よ
り
多
く
の
土
地
を

持
っ
て
い
る
。
神
田
畠
だ
け
が
彼
等
の
土
地
所
有
の
す
べ
て
で
な
い
こ
と
を
示

す
一
例
で
あ
る
。
②
の
ω
の
左
衛
門
三
郎
は
今
堀
字
東
在
家
に
「
左
衛
門
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
臼
口
の
ω
）
や
道
信

作
」
分
を
二
所
持
っ
て
い
る
が
、
　
こ
の
傾
向
は
介
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
②
の
ω
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。
窟
川
氏
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
隣
接
す
る
諸
地

域
に
対
す
る
出
作
の
度
合
い
は
低
い
よ
う
で
あ
り
、
今
堀
在
の
農
民
達
は
そ

の
所
有
地
の
多
く
を
そ
の
地
に
鞭
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
く
、
そ
の
規
模
は
全

体
的
に
明
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
左
衛
門
三
鄭
・
左
近
二
郎
左
近
・
道
音
左
近

一二

Y
・
道
信
坊
な
ど
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
地
に
お
け
る
有
力
農
民
で
あ

ユ09　　（781）



第　　7　表

D 一 R U

名 瀬　　積

h
甚

而
彦
ノ

…衛凹二郎

論

理異、升3。。文i

カワ田巨
大2sl－6・Ji・7合

堂前大
酪1反6升
康カト

1畔IOO文

名 醐　　蟹 名 顯 積

川田　　　1川園小
　　　祐i大2斗6升7合優

柔門二部鞭6臣

道　眼、倣
美称大・升長禰野領大，躍．

験姫・斗・升・坐下墨1讃幾升、合

イシタウ　小竹原
左近二郎小20歩

薩　　　　　タウノマエ
　　　　　1反大6升左　　　近

蘇塑1副書升

フセ大西殿大3升5合，5合ハ
金登友雲庵友朋庵より出へし

一

」
不 明

tt

不 明

太郎左師事幽

　　　1豪田　　款開
　　　i1反　6升　300文

　　　i脳
刑部二郎…大2斗6升7合

左衛門i堂前大
　　　11反6升

　　　　1畔100交

　　野神大急開
　　・大4升200文
ノノ

　　・堂前　3賢念仏旺l

　　i大40歩5斗2升5合

〃．｣大、升

〃i灘、算

不 明
ll〃レト・δ歩大・升

篶二郎騰、升 いi魚棚庵大、升

不 明 　　け1・ハ前tt

　　I1反6升

左近二良薦曳 　　細下1／

@i小1斗
It

一
｛

不 明 It 大公方大4升

1ノ ー tr
　　i堂箭
”i半（1カ）50交．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

山
の
木
こ
り
馬
の
人
数
帳
を
同
じ
く
D
に
対
照
す
る
と
、
偶
然

に
も
そ
れ
ぞ
れ
六
人
が
重
複
す
る
。
後
者
の
う
ち
商
人
で
あ
る

こ
と
を
実
証
し
う
る
の
は
、
西
硝
部
（
太
郎
）
と
茶
や
馬
太
郎
の

二
人
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
　
具
体
酌
に
前
岩
の
六
人
は
、
イ
シ
左

近
太
郎
（
二
級
遍
照
）
・
馬
四
郎
（
二
筆
…
反
二
四
〇
歩
一
騨
）
・

馬
二
郎
（
一
筆
一
反
二
〇
〇
歩
）
・
嬉
刑
部
（
太
郎
）
・
若
衛
門

殿
（
八
開
一
反
一
二
）
・
蓉
、
馬
太
郎
（
一
筆
一
班
）
で
あ
り
、

後
者
の
六
人
と
は
、
　
「
馬
前
」
と
し
て
弥
二
郎
左
衛
門
鷺
一
筆

第　8　表

項
羅： D

i糊・・年（1478）i

　　　　　　　ミ
名 　　　　　1　．　．　1

面　積　1筆鞠　面　積
。衛門賑；・歩

イシクウ（：聡塔♪

左近（二郎）

嬉
刑部（太鄭）

左徳門三三郎

ムコ
左近三郎12反080歩

　　　　　　…
　　　　　　12

　170歩　　i2
・8・歩i・

　　　　　　ミ7反234歩！所　　i　10

　　　　　　1　3
　　　　　　i

4反090歩

1反150歩

120歩

3反030歩

100歩

そ
の
推
定

の
根
拠
で

あ
る
享
徳

三
年
（
一

二
五
四
）

の
藤
き
り

さ
れ
る
今

堀
郷
商
人

　
　
＠

数
帳
と
、

頃
と
推
定

た
享
徳
の

ろ
う
。
ま

110　（782）・
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二
照
○
歩
）
・
東
形
馬
太
郎
（
一
筆
一
所
）
、
　
「
カ
チ
ノ
衆
」
と
し
て
道
信
坊
・

西
刑
部
太
郎
・
ハ
ッ
左
近
（
一
筆
一
畔
）
・
茶
や
馬
太
郎
な
ど
で
あ
る
。
道
信
坊

を
除
い
て
い
ず
れ
も
零
細
な
神
田
頼
所
絹
指
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
商
人
は
、
馬

持
で
あ
れ
、
ま
た
徒
歩
で
あ
れ
、
保
内
商
入
団
や
座
の
構
成
員
と
し
て
、
足

子
・
寄
子
を
使
役
し
て
営
利
行
為
を
行
う
と
こ
ろ
の
「
名
主
百
姓
扁
で
あ
る
。

茶
燈
馬
太
郎
（
②
の
ω
）
・
馬
二
郎
（
②
の
ω
）
も
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
存
在

で
あ
ろ
う
。
山
林
伐
採
に
従
事
す
る
人
達
が
、
若
し
商
業
を
営
ん
で
い
た
と
い

う
、
仮
定
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
道
信
坊
も
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
し
て
馬
を
持
つ
弥
二
郎
左
衛
門
（
②
の
㈲
）
に
至

っ
て
は
、
馬
の
有
無
が
取
り
扱
う
商
品
の
数
量
、
し
た
が
っ
て
利
潤
の
多
少
を

決
定
す
る
最
も
重
要
な
条
件
と
な
る
意
味
に
お
い
て
、
馬
数
の
少
な
い
初
期
の

座
・
商
人
団
に
占
め
る
優
越
し
た
地
位
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
提
が
実
証

さ
れ
え
な
い
た
め
、
た
と
え
一
歩
譲
っ
て
彼
弥
二
郎
左
衛
門
が
商
人
で
な
い
に

し
て
も
、
馬
の
購
入
は
農
具
の
入
手
に
比
し
て
蓬
か
に
多
額
の
資
本
の
蓄
麟
が

必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
馬
の
所
有
は
相
当
の
経
済
的
余
裕
を
持
つ
も
の
に

限
り
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
し
て
、
弥
二
郎
左
衛
門
も
単
な
る
小
農
畏
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
他
、
D
に
お
い
て
藤
内
、
大
西
ら
四
人
と
共
に
、
左
近
二
郎
左
近
（
吻

の
㈲
）
は
、
殿
を
も
つ
て
敬
称
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
類
型
2
に
み
ら
れ
る
D
の
貢
納
責
任
砦
は
、
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

名
圭
か
乃
至
は
そ
れ
に
近
い
有
力
農
民
で
あ
り
、
な
か
に
は
商
業
活
動
を
営
む

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
U
の
貢
納
責
任
者
も
ま
た
、
実
証
し
え
な
い

け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
D
の
そ
れ
に
類
低
し
た
存
在
と
考
え
て
よ
い
。
多
少
の
増
減

が
あ
る
に
し
て
も
　
　
売
却
・
買
得
∵
新
開
が
そ
の
原
圏
と
し
て
あ
り
ふ
れ
て

考
え
ら
れ
よ
う
が
、
な
お
第
6
表
を
参
照
…
…
…
、
ま
た
不
明
分
を
含
む
と
は
い

え
、
そ
の
大
部
分
を
あ
る
い
は
そ
の
す
べ
て
を
網
撮
し
て
い
る
こ
と
は
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
同
名
の
も
の
が
継
承
し
て
い
る
類
型
1
の
3
・
4
、
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

型
2
の
2
．
5
の
場
合
や
Σ
類
型
2
の
4
・
7
の
如
く
、
茶
屋
と
か
馬
と
い
5
、

　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

文
字
を
自
薦
し
て
持
っ
て
い
る
事
例
を
考
え
併
せ
る
と
、
D
と
U
の
闘
に
一
〇

〇
年
の
、
ま
た
D
と
R
の
聞
に
は
五
〇
年
の
時
間
的
な
闘
隔
の
あ
る
こ
と
で
も

あ
る
し
、
　
し
た
が
っ
て
同
一
人
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
恐
ら
く
親
・
子
・
孫

（
時
に
は
養
父
子
）
と
い
う
、
家
系
の
相
続
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
道
信
坊
に
対
す
る
道
心
の
関
係
は
、
坊
の
後
継
藩
と
も
み
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
U
の
貢
納
責
任
者
が
D
の
登
録
地
を
継
承
し
え
た
こ
と
は
、
生

産
諸
力
の
発
展
や
貨
幣
流
通
経
済
の
侵
透
を
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
農
民
層
の
階

麟
分
化
を
進
行
せ
し
め
る
経
済
環
境
に
あ
っ
て
、
そ
の
経
済
的
基
礎
を
維
持
す

る
か
、
拡
大
再
生
産
し
え
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
そ
の
優
越
し
た
社
会
的
地
位
を

保
持
し
続
け
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
数
筆
の
土
地
を
一
括
し

て
、
あ
る
特
定
の
も
の
が
そ
の
貢
納
責
任
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
D
の
登
録
形

／11　（783）



式
が
、
R
に
お
い
て
貢
納
崖
道
藷
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
分
散
し
て
い
る
と

は
い
え
（
第
7
表
参
照
）
、
　
そ
の
登
録
の
根
拠
を
爽
つ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
直
接
の
後
継
者
翻
U
の
貫
納
責
任
者
に
網
伝
さ
れ
て
い
る

事
実
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
R
段
階

に
お
い
て
も
、
D
・
U
の
登
録
者
の
如
き
存
在
は
事
実
上
実
在
し
た
こ
と
で
あ

ろ
5
。

　
こ
こ
で
問
題
を
R
に
お
け
る
登
録
農
民
に
移
し
、
そ
の
性
格
に
検
討
を
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

て
み
る
こ
と
と
す
る
。
2
の
ω
に
現
わ
れ
る
隣
左
近
は
、
同
じ
R
に
お
け
る
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

屋
敷
一
所
（
一
斗
二
升
分
）
の
貢
納
責
任
者
で
あ
り
、
今
堀
の
宮
後
に
作
職
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
〕

留
保
す
る
自
作
地
を
持
っ
て
い
る
。
2
の
②
に
み
え
る
刑
部
左
衛
門
も
今
堀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
■

長
丘
に
土
地
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
2
の
⑨
の
中
衛
門
は
永
正
二
年
（
一
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

五
）
、
　
同
五
年
（
一
五
〇
八
）
の
今
堀
神
田
納
音
に
登
録
さ
れ
た
貢
納
費
任
春

で
あ
り
、
殿
を
も
つ
て
敬
称
さ
れ
、
今
堀
の
小
竹
原
に
「
中
衛
門
作
」
分
を
二

　
　
　
　
　
曾
　
〕

所
持
っ
て
い
る
。
2
の
㈲
に
み
え
る
道
齋
左
近
太
郎
は
明
ら
か
に
オ
ト
ナ
の
一

　
　
　
㊥
　
　
　
〔

入
で
あ
る
。
そ
の
他
長
泉
庵
・
潜
龍
庵
と
い
っ
た
宗
教
関
係
の
も
の
も
含
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
徴
し
て
、
U
の
登
録
蒋
の
な

か
に
は
、
小
農
民
層
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
D
や
U
に
み
ら
れ
る

登
録
者
と
ほ
ぼ
同
位
の
層
に
位
す
る
存
在
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
推

定
さ
れ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
R
に
登
録
さ
れ
て
い
る
貢
納
貴
信
者

の
う
ち
、
そ
の
七
割
に
近
い
六
八
人
が
、
わ
っ
か
一
筆
の
貢
納
責
任
者
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
他
上
昇
・
没
落
の
、
い
わ
ば
明
階
二
筋
の
途
を
蓮
っ
て

い
る
農
民
を
多
く
含
ん
で
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
登
録
潜

の
持
つ
鼻
聾
的
な
性
格
は
複
雑
で
あ
っ
て
、
事
実
上
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
R
に

お
け
る
D
・
U
の
登
録
煮
の
如
ぎ
存
在
と
の
相
互
関
係
を
、
一
律
に
規
定
す
る

こ
と
は
嵐
来
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
如
く
、
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か

に
は
、
殿
の
敬
称
を
持
つ
も
の
や
オ
ト
ナ
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
少
く
と
も

そ
の
椙
互
一
般
に
隷
属
性
の
介
在
を
強
調
す
る
こ
と
は
誤
か
で
あ
る
と
い
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
エ
カ
土
地
の
権
利
関
係
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
た

多
様
で
あ
る
。
加
地
子
名
主
職
と
作
職
が
未
だ
分
離
し
て
い
な
い
自
作
地
の
名

主
職
を
持
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
加
地
子
名
主
職
を
売
却
し
て
土
地
占
有
権
ま
た

は
耕
作
権
を
留
保
し
て
い
る
作
職
所
有
者
も
存
在
す
る
。
新
た
に
加
地
子
名
主

職
と
分
離
し
て
い
る
作
職
を
買
得
し
た
も
の
を
も
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

農
畏
相
互
の
小
作
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
名
主
職
や
作
様
と
は
無
関
係

に
名
主
層
か
ら
土
地
を
貸
与
さ
れ
、
琳
実
上
小
作
し
て
い
る
名
子
・
被
官
的
な

農
民
も
若
干
存
在
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
登
録
者
の
個
々
に
つ
い
て
そ
れ
．

を
実
証
す
る
こ
と
は
晒
難
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
D
・
U
と
R
と
の
間
に
み
ら
れ
る
登
録
形
式
の
相
違
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
類
型
1
が
D
の
登
録
地
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
や
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

て
U
に
継
承
さ
れ
て
行
く
こ
と
、
類
型
2
に
お
い
て
も
、
D
の
登
録
地
を
継
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
一
．

し
て
い
る
道
心
や
左
衛
閏
三
郎
が
貢
納
責
任
者
と
し
て
姿
を
現
わ
し
て
い
る
事
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実
を
想
起
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
D
に
倍
す
る
新
し
い
貢
納
負
担
者
が
登
録

さ
れ
、
そ
の
上
あ
れ
程
ま
で
に
貢
納
責
任
蒋
を
分
散
記
載
し
て
い
る
ざ
な
か
に

あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
彼
等
が
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
等
の
土
地
に
対
す

る
権
利
関
係
が
R
に
お
け
る
登
録
基
準
に
符
合
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

職
の
分
化
の
進
み
に
よ
っ
て
、
分
離
さ
れ
た
加
地
子
名
主
職
や
作
職
が
攣
り
と

転
売
さ
れ
、
年
平
均
一
閤
人
程
度
の
訳
し
い
貢
納
負
担
者
が
現
わ
れ
る
か
と
思

え
ば
、
そ
の
う
ち
八
人
は
次
の
土
地
台
帳
で
は
消
え
て
行
く
だ
け
で
な
く
、
一

〇
年
の
歳
月
を
経
過
す
る
う
ち
に
最
初
の
登
録
者
の
大
半
が
消
滅
し
て
し
ま
う

と
い
う
、
一
筆
一
簾
の
権
利
関
係
に
激
し
い
変
動
が
み
ら
れ
れ
ば
、
収
取
の
確

保
を
期
す
る
庄
園
傾
主
が
、
土
地
の
移
動
、
つ
ま
り
、
畏
斑
の
経
営
実
態
の
変

化
に
極
め
て
敏
感
と
な
り
、
そ
の
完
全
な
掘
握
を
望
む
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
現
実
の
変
化
に
舛
癒
し
て
領
主
延
暦
寺
は
、
R

に
つ
い
て
土
地
の
権
利
関
係
を
捨
象
し
、
現
実
の
占
有
・
耕
作
・
貢
納
を
塞
準

と
し
て
、
直
接
の
耕
作
鶉
で
し
か
も
実
質
上
の
貢
納
致
担
者
で
あ
る
農
民
を
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

録
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
類
型
1
の
登
録
者
に
し
て
も
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
コ

た
類
型
2
に
属
す
る
道
心
や
左
衛
門
三
郎
に
し
ろ
、
こ
の
登
録
基
準
に
あ
れ
ば

　
　
　
〔

こ
そ
、
R
に
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
視
角
か
ら
い
え
ば
、
D
・
U
の

登
録
者
の
性
格
は
、
多
く
加
地
子
名
主
職
所
有
権
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
D
・
U
は
公
式
上
の
貢
納
責
任
者
で
あ
る
名
主
職
所
有
春
を
単
位

と
し
て
、
名
寄
形
式
の
土
地
台
帳
を
作
成
し
た
こ
と
と
な
る
。

　
延
謄
寺
が
こ
の
よ
う
な
形
式
の
土
地
台
帳
を
作
成
し
奪
貢
の
確
保
を
は
か
っ

た
こ
と
は
、
少
く
と
も
そ
れ
を
可
能
に
す
る
現
実
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
現
実
の
経
済
構
造
を
無
視
し
て
ま
で
そ
の
よ
う
な
土
地
台
帳
を
作
成

す
る
筈
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
式
の
土
地
台
帳
を
作
成
し
え
た
延
暦

寺
の
意
図
は
、
庄
園
制
を
規
制
し
て
い
る
名
体
制
に
対
す
る
庄
圏
領
主
権
力
の

対
応
の
仕
方
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
現
存
す
る
売
券
や
寄
進
状
を
み
る
と
、
　
「
実
太
郎
名
」
・
「
道
仏
名
」
・
「
入
方

と
う
太
郎
名
」
・
「
清
次
郎
名
」
・
「
次
郎
三
郎
名
」
・
コ
兀
源
次
郎
名
」
・
「
明
阿
弥

　
　
　
　
　
　
　
な

名
」
な
ど
の
名
の
名
を
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
道
仏
・
清
次
郎
・
源
次

郎
・
明
附
弥
な
ど
は
、
明
ら
か
に
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
の
閥
に
実
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

し
た
農
芸
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
他
の
名
も
ま
た
実
在
し
た
農
畏
の
名
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
直
接
実
証
は
田
来
な
い
け
れ
ど
も
、
保
内
郷
成
立
の
当
初

か
ら
、
上
記
の
機
軸
が
実
在
し
た
一
四
世
紀
頃
ま
で
の
間
は
、
名
に
お
け
る
瓶

有
と
経
営
が
な
お
未
分
離
の
状
態
に
あ
り
、
少
く
と
も
、
名
は
そ
の
実
質
的
な

機
能
を
果
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
年
貢
の
徴
収
に
関
す
る
山
門
の
態
度

を
示
す
次
の
史
料
は
、
側
面
的
に
こ
の
推
測
を
可
能
に
す
る
。

　
　
　
野
方
畠
成
田
新
開
之
菓

　
段
別
壱
斗
五
升
宛
可
備
進
仕
、
不
作
之
時
考
、

　
　
　
（
升
脱
）

　
如
元
参
宛
以
大
角
豆
可
亀
嵩
沙
汰
調
書
、
名
々

　
管
領
之
方
百
姓
等
質
預
歎
申
之
間
、
大
略
可
有
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子
細
之
由
、
依
衆
議
令
下
知
所
也
、
侮
状
薄
畳
、

　
　
永
和
四
年
十
月
一
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
永
和
四
年
中
一
三
七
八
）
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
名
々
管
領
秘
方
百
姓
等
し

す
な
わ
ち
名
主
支
配
下
の
直
接
耕
作
農
疑
が
、
領
主
延
暦
寺
に
対
し
て
新
開
の

畠
成
歯
の
年
貢
を
不
作
の
場
合
大
角
豆
三
升
に
減
免
す
る
よ
う
申
請
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
年
貢
負
担
者
が
名
主
を
排
除
し
て
直
接
交
渉
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
は
彼
等
が
そ
の
生
産
構
造
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
と
り
う
る
ま
で

に
成
長
し
、
新
た
に
独
立
の
地
位
を
か
ち
と
り
つ
つ
あ
る
姿
が
想
定
さ
れ
る
し
、

そ
の
動
き
が
慣
名
を
解
体
の
方
向
に
お
し
や
る
現
象
の
一
つ
と
し
て
把
握
し
う

る
に
し
て
も
、
な
お
依
然
と
し
て
旧
い
名
体
制
が
糞
取
酌
機
能
を
果
し
、
彼
等

農
畏
が
「
名
々
管
領
之
方
百
姓
等
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
解

体
が
決
定
的
と
は
い
え
な
い
も
の
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
源
次
郎
の
持
つ
「
源
次
郎
名
」
が
応
安
の
頃
「
元
源
次
郎
名
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
な

い
わ
れ
、
　
至
幸
な
る
も
の
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
　
名
の
名
が

「
宇
辰
太
郎
名
」
と
字
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
名
の
実
態
が
喪
わ

れ
て
、
も
は
や
地
名
化
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
名
の
解
体
が
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

行
し
っ
っ
あ
る
実
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
壌
実
一
五
世
紀
以
後
名
と
い
う
表
現
形
式
は
減
少
し
て
行
く
が
、
そ
の
闘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

あ
っ
て
、
一
五
世
紀
代
と
思
わ
れ
る
年
長
の
次
の
史
料
は
注
回
に
価
す
る
。

　
新
開
下
地
、
自
当
年
各
々
名
令
支
配
了
、
然
上

　
悲
野
方
田
方
名
主
百
姓
等
可
得
其
意
者
也

と
、
新
開
地
を
既
成
の
名
に
編
入
す
る
と
い
う
名
の
拡
大
再
生
産
を
通
じ
て
庄

園
制
の
再
強
化
を
意
図
し
て
い
る
領
主
延
暦
寺
の
態
度
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
こ
の
事
実
を
考
え
る
に
際
し
、
参
照
し
て
興
味
の
あ
る
事
例
が
爽
大
寺
領

美
濃
国
大
井
庄
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
地
に
お
い
て
も
名
田
経
営
の
変
化

に
よ
り
名
主
職
が
分
化
し
、
多
く
の
新
し
い
名
主
職
所
有
者
が
現
わ
れ
た
た
め
、

本
来
の
名
が
そ
の
躍
有
の
機
能
を
爽
い
、
農
民
暦
の
階
層
分
化
が
進
行
し
た
こ

と
と
繋
累
っ
て
、
特
定
の
有
力
者
の
も
と
に
収
取
体
制
の
再
編
成
が
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
門
大
本
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
上
の
貢
納
負
担
者
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

在
し
、
逃
亡
し
た
蕎
姓
の
年
貢
を
支
弁
し
て
い
る
。
久
我
家
領
由
城
土
久
我
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
み
ら
れ
る
当
名
主
も
、
そ
の
よ
う
存
在
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
の
地
に
お
い

て
名
を
「
管
領
」
ま
た
は
「
支
配
」
す
る
名
主
も
ま
た
、
　
い
わ
ば
大
井
庄
の

「
大
本
」
、
あ
る
い
は
久
我
庄
の
当
名
主
の
如
く
、
形
式
上
の
年
貢
負
担
者
と
し

て
の
牲
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
得
珍
重
と
し
て
地
域
的
に

統
一
さ
れ
、
経
済
的
に
ま
た
五
七
的
に
ほ
ぼ
嗣
様
な
発
展
の
相
を
示
し
て
い
た

隣
郷
柴
原
に
お
い
て
、
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
当
名
主
と
母
様
な
存
在
で
あ

る
名
代
の
実
在
を
指
摘
し
う
る
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
当
地
に
も
一
六
世
紀

の
前
半
名
体
制
が
実
質
的
な
機
能
を
喪
い
っ
っ
も
な
お
存
続
し
て
い
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。

　
し
か
し
彼
等
加
地
子
名
主
（
類
型
働
）
が
当
名
烹
的
な
存
在
と
し
て
、
何
を
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根
拠
に
直
接
耕
作
者
を
管
理
し
、
年
貢
を
徴
収
し
え
た
か
に
つ
い
て
は
明
か
で

な
い
。
確
に
加
地
子
名
主
は
権
利
関
係
と
し
て
は
現
実
の
耕
作
鶉
の
上
位
に
あ

っ
た
し
、
得
分
権
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
あ
る
程
度
の
規
制
を
行
い

え
た
と
思
わ
れ
る
に
し
て
も
、
既
に
ふ
れ
た
如
く
、
彼
等
が
そ
の
身
分
と
権
威

を
標
榜
し
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
庄
園
領
主
権
力
が
根
強
く
残
存
し
た
先

進
地
域
に
属
す
る
こ
の
雌
方
に
お
い
て
、
領
主
延
暦
寺
が
庄
園
体
制
の
崩
壊
に

対
応
し
、
惣
機
構
に
よ
る
村
落
支
配
の
体
制
を
認
め
、
事
実
上
の
年
貢
徴
収
権

を
与
え
て
彼
等
の
特
権
を
温
存
せ
し
め
つ
つ
、
一
方
の
極
に
庄
園
制
の
基
礎
構

造
を
．
規
制
し
て
い
た
名
体
制
の
解
体
か
ら
土
地
占
有
を
実
現
し
、
土
地
台
帳
に

直
接
貢
納
負
担
者
と
し
て
姿
を
現
わ
し
て
来
た
小
農
民
層
を
同
列
に
把
握
し
よ

う
と
す
る
、
そ
し
て
農
村
内
部
の
秩
序
と
し
て
の
名
体
制
の
存
続
を
は
か
っ
た
、

つ
ま
り
、
上
か
ら
の
な
し
く
ず
し
的
な
封
建
化
の
進
み
が
、
D
・
U
の
如
き
名

審
形
式
の
土
地
台
帳
を
作
成
せ
し
め
た
意
図
で
も
あ
ろ
う
し
、
当
名
主
的
な
存

在
が
・
揺
立
す
る
そ
の
他
の
多
く
の
農
民
を
規
制
し
え
た
モ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

当
名
主
的
な
存
在
に
し
て
も
、
領
主
延
暦
寺
の
権
威
に
結
び
、
　
「
薄
幸
諸
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ノ
衆
の
与
力
被
官
二
は
ず
れ
た
る
物
無
御
座
候
偏
と
い
わ
れ
た
如
く
、
土
豪
の

被
官
と
し
て
立
場
に
あ
る
こ
と
が
、
彼
等
を
優
越
し
た
社
会
的
地
位
に
座
標
ぜ

し
め
、
そ
こ
に
彼
等
が
保
守
的
な
性
格
を
固
有
な
も
の
と
し
て
持
ち
、
村
落
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
…
の
維
持
を
は
か
っ
た
原
因
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
も
あ
ろ
う
。

五．

　
一
五
世
紀
の
前
半
を
も
つ
て
、
小
農
民
の
自
立
化
の
時
期
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
た
熊
田
氏
の
見
解
は
、
登
録
農
属
の
性
格
を
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
多
く
は

地
墨
・
オ
ト
ナ
・
神
官
僧
侶
で
あ
る
事
実
に
徴
し
て
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

そ
の
後
の
経
過
は
第
2
表
に
つ
い
て
説
明
し
た
如
く
、
そ
の
登
録
春
の
移
動
の

激
し
さ
の
う
ち
に
、
B
帳
登
録
者
と
は
性
格
を
異
に
す
る
小
農
民
が
実
質
上
の

貢
納
責
任
者
と
し
て
土
地
台
帳
に
姿
を
現
わ
し
て
く
る
、
つ
ま
り
、
小
農
民
の

自
立
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
自
立
化
の
時
期
を
一
五

世
紀
の
後
半
に
推
定
し
て
み
た
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
が
領
主
延
暦
寺
に
対
し
て

い
か
な
る
対
慈
を
行
わ
し
め
た
か
に
つ
い
て
は
、
D
・
U
・
R
の
土
地
台
帳
に

お
け
る
登
録
方
式
の
相
違
を
遽
求
し
、
加
地
子
名
主
を
当
名
主
的
な
存
在
と
し

て
把
握
し
な
が
ら
、
く
ず
れ
行
く
名
体
制
の
存
続
を
は
か
っ
て
い
る
、
上
か
ら

の
な
し
く
ず
し
的
な
封
建
化
の
進
み
を
想
定
し
て
み
た
。

　
現
存
す
る
土
地
関
係
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
耕
作
者
の
多
く
は
、
そ
の

経
営
規
模
も
零
細
で
あ
り
、
史
料
に
拠
る
限
り
、
当
地
に
お
け
る
最
大
土
地
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

有
指
は
一
町
前
後
に
過
ぎ
ず
、
近
世
初
期
の
事
実
に
徴
し
て
も
、
特
に
優
越
し

た
と
い
う
程
の
規
模
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
有
力
名
主
が

名
子
被
官
的
労
働
力
を
主
体
と
す
る
農
奴
主
的
経
営
を
行
う
と
い
う
、
経
済
的

ウ
ク
ラ
ー
ド
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
上
昇
を
辿
り
つ
つ
も
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な
お
没
落
の
危
機
を
有
す
る
零
細
な
小
農
岩
層
に
よ
る
、
恐
ら
く
家
族
的
小
壁

鴬
が
、
貨
幣
流
通
経
済
の
発
展
や
そ
の
他
の
条
件
に
支
え
ら
れ
て
次
第
に
優
越

し
て
行
く
姿
が
、
一
五
世
紀
以
降
に
お
け
る
当
地
の
村
落
構
造
と
し
て
想
定
さ

れ
よ
や
そ
の
内
灘
造
と
し
て
は
・
宮
川
雰
い
わ
れ
る
如
く
・
村
箏
こ

え
て
数
在
約
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
少
数
の
生
侍
と
名
主
百
姓
と
の
分
解
が

南
本
的
な
方
向
で
あ
ろ
う
が
、
名
主
百
姓
内
部
に
お
い
て
は
、
農
民
的
色
彩
を

強
く
持
ち
つ
つ
、
散
り
懸
り
齢
な
被
官
関
係
を
結
ぶ
地
算
的
な
性
格
を
若
干
有

し
て
い
る
も
の
や
当
名
主
的
な
地
位
に
あ
る
も
の
を
含
み
、
宮
座
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
と
り
、
　
「
年
寄
衆
」
を
構
成
す
る
母
胎
で
あ
ろ
う
し
、
　
「
大
家
」
の
成

員
で
も
あ
ろ
う
農
民
上
暦
と
、
　
「
小
蒙
」
に
属
す
る
そ
れ
以
下
の
、
い
わ
ば
上

昇
・
没
落
の
過
程
に
あ
る
中
小
農
民
層
と
の
聞
に
多
少
の
階
息
差
が
存
在
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
生
産
構
造
そ
れ
欝
体
の
問
題
と
し
て
、
当
名
主
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

な
存
在
に
し
て
も
、
類
型
1
は
明
ら
か
に
自
作
で
あ
り
、
類
型
2
に
お
い
て
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

地
子
名
主
職
を
所
有
し
つ
つ
多
少
自
作
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、
直
接
生

産
者
の
経
営
実
態
と
左
程
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
中
小
農

民
瀬
の
地
位
が
経
済
的
に
も
農
民
上
層
に
接
近
し
て
行
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら

中
小
農
民
厨
－
一
「
小
家
扁
が
「
大
家
」
と
共
に
神
仏
田
納
を
均
等
に
負
担
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
る
事
実
が
、
多
少
な
り
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
呉
れ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た

当
地
に
は
畠
地
が
多
く
単
に
土
地
よ
り
の
生
産
だ
け
に
生
活
の
基
礎
を
依
存
し

え
ず
、
そ
の
他
に
多
く
の
生
計
の
途
が
瀾
か
れ
て
い
る
経
済
環
境
に
あ
る
か
ら
、

上
層
濃
民
の
中
小
農
民
周
に
対
す
る
経
済
的
諸
規
鰯
が
将
に
強
い
と
い
う
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

機
能
を
果
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
村
落
内
部
に
お
い
て
は

明
確
な
階
層
分
化
は
未
だ
進
行
し
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
中
小
農
概
熈
の
集
中

増
茄
の
方
向
が
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
濃
厩
相
互
の

身
分
関
係
が
比
較
的
フ
ラ
ッ
ト
な
、
し
た
が
っ
て
村
落
共
同
体
は
農
民
的
な
繕

言
を
示
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
「
中
人
・
闘
人
」
の
存
在
を
明

示
し
て
い
る
史
料
の
存
在
す
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
近
世
史
研
究
の
成
果
を
参

照
す
れ
ば
、
こ
の
地
に
も
名
子
・
被
官
的
隷
属
農
民
の
若
干
の
存
在
は
、
当
然

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
一
つ
の
庄
民
を
構
成
す
る
階
謄
と
考
え

る
程
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

①
　
　
「
中
世
村
落
に
お
け
る
農
民
と
地
震
」
（
『
史
学
研
究
記
念
論
叢
』
所
収
）
、

　
「
郷
村
制
と
検
地
」
（
『
臼
本
史
研
究
」
第
一
九
号
）
。

②
　
佐
々
木
氏
に
は
、
こ
の
地
に
関
す
る
多
く
の
労
作
が
あ
る
が
、
な
か
で
も

　
「
荘
園
翻
｛
木
期
の
土
地
帳
簿
の
変
化
と
農
村
織
…
造
」
（
『
経
済
学
季
報
』
第
九

　
号
）
、
「
保
内
商
人
の
土
地
所
有
と
商
業
」
（
［
、
経
済
学
季
報
』
二
二
〇
号
）
に

　
多
大
の
教
示
を
え
た
。

③
『
史
学
雑
誌
』
第
五
九
編
の
四
号
に
収
め
る
「
自
由
市
場
の
成
立
」
。
拙

　
論
に
お
い
て
措
摘
す
る
熊
田
氏
の
所
論
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
展
闘
さ
れ

　
て
い
る
。

④
土
地
関
係
の
史
料
は
多
く
今
堀
鐵
吉
紳
祉
の
所
蔵
に
な
り
、
宮
川
氏
の
御

　
配
慮
を
え
て
筆
写
し
え
た
。

⑤
『
封
建
縫
会
の
襲
闘
過
程
』
に
お
い
て
、
中
世
末
期
の
洗
進
地
欝
の
貨
幣
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流
通
経
粋
櫨
の
展
開
と
曜
て
の
特
質
を
究
明
さ
れ
た
際
、
能
川
置
目
の
見
解
を
呼
て
の

　
論
士
に
し
て
お
ら
れ
蝉
。
9
。

⑥
『
史
料
に
よ
る
臼
本
の
歩
み
』
中
世
編
を
参
照
。

⑦
註
（
2
）
の
「
保
内
商
人
の
土
地
所
有
と
商
業
」
を
参
照
。

⑥
京
大
所
蔵
今
掘
日
吉
神
社
文
言
六
、
・
7
8
、
明
徳
二
年
一
二
月
二
四
日
左
近

　
二
郎
売
券
。

⑨
同
右
六
、
4
7
、
応
永
三
二
年
＝
一
月
六
日
衛
門
売
券
と
同
じ
く
六
、
8
3
、

　
応
永
三
五
年
二
月
一
七
日
孫
五
郎
売
券
を
参
照
。

⑩
　
詞
右
六
、
9
6
、
建
武
賜
年
一
二
月
目
起
請
交
連
。

⑪
　
　
門
同
建
山
ハ
、
％
、
年
日
μ
R
【
欠
坪
付
。

⑫
隅
右
六
、
8
8
、
斑
吉
二
年
六
月
（
日
不
明
）
今
繭
朝
秀
布
施
禅
頓
庵
等
連

　
暑
起
請
文
案
に
お
い
て
、
署
名
し
て
い
る
兼
阿
が
、
嘉
吉
二
年
五
月
四
日
畠

　
地
｝
二
〇
歩
を
寄
進
し
て
い
る
大
西
兼
隠
弥
と
圃
一
人
で
あ
れ
ば
（
隠
顕
六
、

　
2
2
）
、
暑
名
［
者
が
土
豪
で
あ
る
か
ら
、
大
薄
氏
が
ほ
ぼ
岡
位
の
層
に
あ
る
こ
と

　
が
織
心
像
さ
れ
る
。

⑪
　
佐
々
太
～
氏
の
労
作
「
荘
園
制
末
期
の
土
地
帳
簿
と
農
村
構
造
」
を
車
少
照
。

⑭
　
　
㎜
凹
右
六
、
　
9
8
、
　
天
文
一
〇
年
一
　
一
月
〃
四
円
円
未
進
瀬
目
出
。

⑯
　
同
権
六
、
9
3
、
永
正
元
年
丁
度
。
未
進
額
は
明
記
し
て
あ
る
八
入
に
つ
い

　
て
み
る
と
、
現
銭
の
場
合
は
一
貫
交
が
最
高
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
二
〇

　
〇
交
以
下
で
あ
る
点
注
臼
さ
れ
る
。

　
　
な
お
宮
座
に
お
け
る
指
定
の
負
担
額
を
完
署
し
え
な
い
時
は
、
末
座
に
す

　
え
ら
れ
、
更
に
未
納
を
続
け
れ
ば
立
ノ
文
太
郎
以
下
一
五
人
の
農
民
の
伽
．
く

　
門
無
力
」
と
い
う
経
淡
的
理
由
に
よ
っ
て
、
宮
座
を
追
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
5
・

　
か
。
そ
の
点
、
同
右
四
、
6
6
、
天
日
一
八
年
一
二
月
一
瓢
一
臼
左
衛
門
二
郎
証

　
文
に
お
け
る

　
　
太
部
兵
衛
三
呂
講
ノ
料
足
過
分
二
お
い
藩
候
煙
雨
、
少
分
に
て
御
さ
し
を

　
　
き
候
之
闇
、
座
敷
各
々
の
す
ヘ
ニ
な
を
り
可
申
候
、
於
向
後
一
＝
喬
子
細

　
　
申
聞
敷
候
、

　
と
い
う
文
言
は
注
意
を
惹
く
（
傍
隷
は
筆
者
）
。

⑯
　
岡
右
一
、
3
3
、
応
永
一
〇
年
二
月
爲
置
鱗
状
。

⑰
　
　
［
回
右
山
ハ
、
a
、
永
正
一
一
年
八
R
刀
二
一
二
口
回
ぬ
爪
秀
寄
進
状
お
・
よ
び
同
じ
く
山
ハ
、

　
2
3
、
文
亀
元
年
一
一
月
踏
臼
源
左
衛
門
実
吉
寄
進
状
。

⑲
同
霜
四
、
4
3
、
応
永
鷲
璽
年
一
二
月
二
七
揖
左
近
註
交
。

⑲
同
右
五
、
4
2
、
応
安
五
年
＝
月
二
一
日
源
西
寄
進
状
。

⑳
　
佐
々
木
氏
が
別
個
の
土
地
と
さ
れ
て
い
る
同
右
目
、
3
8
、
文
明
二
年
一
〇

　
月
日
河
井
成
願
寺
売
券
の
「
左
衛
門
三
郎
作
扁
分
は
、
四
至
作
人
名
か
ら
み

　
て
、
　
同
一
肩
山
ハ
、
6
3
、
　
文
明
五
一
ヰ
一
一
一
月
二
四
［
裸
蛇
溝
丘
ハ
画
廊
冗
券
の
騨
七
れ
と
同

　
一
軍
で
あ
る
。
他
の
一
所
は
同
右
六
、
6
8
、
延
徳
二
年
…
二
月
二
六
臼
今
堀

　
西
四
郎
兵
衛
売
券
に
み
え
る
。

⑳
介
太
郎
の
場
合
は
、
岡
右
六
、
8
5
、
嘉
吉
三
年
ご
一
月
二
三
日
峯
太
郎
売

　
券
、
道
心
に
つ
い
て
は
下
灘
五
、
2
9
、
文
安
元
年
一
〇
月
二
三
臼
道
心
売
券

　
を
参
照
。

⑫
　
宮
川
氏
の
意
見
は
「
郷
村
湖
と
検
地
」
に
よ
れ
ば
、
中
世
末
の
出
作
は
一

　
舗
前
後
で
あ
る
。

⑳
　
同
右
七
、
6
、
年
月
日
欠
今
堀
郷
商
人
翠
帳
。

＠＠＠＠＠

瞬
右
四
、
5
4
、

詞
右
七
、
2
1
、

國
宿
六
、
1
3
、

同
右
三
、
3
1
、

醗
右
糊
、
3
6
、

享
徳
三
年
六
月
臼
横
ぎ
り
山
の
木
こ
り
馬
人
数
帳
。

永
正
一
五
年
七
月
五
B
左
近
売
券
。

永
正
七
年
六
月
九
日
左
衛
門
太
錦
売
券
。

長
享
三
年
一
月
二
九
日
差
善
坊
宗
秀
寄
進
状
。

永
正
元
年
惣
控
。
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⑳
　
詞
右
一
、
2
3
、
に
収
め
て
い
る
。

⑳
　
同
韻
五
、
3
2
、
応
安
四
年
壬
三
月
二
関
日
頼
宗
売
券
。

⑳
　
　
照
凹
右
み
ハ
、
　
2
0
、
　
至
鰯
晦
一
二
年
囲
廻
二
轟
几
日
左
二
尉
噌
短
券
。

⑫
　
同
右
一
、
4
2
、
年
欠
九
月
一
一
日
延
暦
寺
衆
議
執
達
状
案
。
な
お
新
開
地

　
が
名
に
縞
入
さ
れ
た
薯
実
は
、
高
谷
の
土
地
が
「
機
光
房
名
入
」
と
記
さ
れ

　
て
い
る
、
同
右
一
、
3
0
、
嘉
吉
二
年
　
○
月
延
暦
寺
学
頭
代
下
知
状
に
認
め

　
え
ら
れ
る
し
、
　
同
右
六
、
　
9
4
の
年
月
日
欠
坪
付
（
残
簡
）
に
お
い
て
も
、

　
「
多
宝
坊
名
入
」
と
か
「
観
泉
津
名
入
」
と
い
う
、
事
実
を
指
示
し
う
る
。

⑳
　
大
石
繭
阻
正
氏
　
「
庄
園
制
…
解
体
期
の
農
民
溜
と
名
の
性
格
に
　
（
『
歴
史
巌
ず
研

　
究
』
第
二
一
五
号
）
を
参
照
。

⑭
　
杉
出
精
氏
「
山
城
圏
乙
丸
郡
久
我
庄
の
考
察
」
（
『
鴎
史
学
［
一
叢
五
八
号
）

　
を
参
照
。

働
　
永
源
寺
文
書
　
天
文
八
年
閥
月
七
日
忠
心
盈
虚
連
菌
執
達
状
。

⑳
　
同
右
二
、
岡
属
、
　
（
弘
治
三
年
）
七
廻
七
躍
両
沙
汰
入
返
書
状
。

⑰
宮
用
満
氏
　
「
滋
賀
県
蒲
生
郡
中
野
村
の
泉
観
と
史
的
筒
型
i
近
批
前
期

　
の
家
族
と
村
落
・
1
」
（
『
滋
賀
県
立
短
期
大
学
雑
誌
』
第
六
号
）
に
よ
れ
ば
、

　
中
野
村
の
最
大
土
地
所
有
蒋
は
｝
町
八
段
三
畝
〇
二
七
歩
（
慶
長
3
年
）
、

　
今
在
家
村
の
そ
れ
は
｝
町
二
反
凝
滞
○
「
八
歩
（
天
正
ご
一
年
）
で
あ
り
、

　
今
堀
と
て
も
左
程
の
変
化
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
慶
長
七
年
ま
で
の
こ
と
で

　
あ
る
。
な
お
参
考
の
た
め
、
農
民
の
段
刷
構
成
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
・
獺

至
徳
元

嘉
士黛

入1384P442

vtv．
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　2
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未満1

1

　7
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言・卜　　38　　42

異
1

算98i

i畏肇1…

1勤

史1 N

i
鴛

判坪
　　i付

　
く
で
あ
り
、
零
細
な
土
地
所
有
が
特
徴
的
で
あ
る
。

⑳
　
中
世
末
期
の
今
堀
商
人
の
う
ち
、
諸
種
の
土
地
関
係
史
料
に
見
い
出
し
う

　
る
人
々
を
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
等
は
そ
の
多
く
が
二
及
至
一
筆
の
間
の
土

　
地
に
つ
い
て
の
貢
納
を
負
担
し
て
い
る
小
農
罠
で
も
あ
る
。

⑳
　
今
堀
田
吉
の
宮
座
は
、
八
人
の
有
力
農
民
が
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
つ

　
て
お
り
、
近
世
に
入
っ
て
も
な
が
く
一
〇
戸
の
宮
座
株
が
存
在
し
た
と
い
う

　
（
肥
後
聯
男
氏
　
『
近
江
に
於
け
る
富
座
の
碍
究
臨
参
照
）
。
註
（
／
6
）
の
史

　
料
に
よ
れ
ば
、
座
の
新
入
港
は
末
席
に
す
え
ら
れ
、
座
に
お
け
る
身
分
差
は

　
厳
然
と
守
ら
れ
て
い
る
。

⑩
　
同
右
四
、
7
9
、
延
徳
元
年
一
一
翔
四
日
地
下
掟
。

⑪
　
農
時
上
層
の
中
小
墨
斑
層
に
対
す
る
規
制
を
、
そ
の
社
会
的
な
側
藩
に
つ

　
い
て
は
、
宮
座
を
－
中
心
に
、
村
掟
を
灘
じ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
う
る
が
、

　
経
済
的
な
側
顕
に
関
し
て
は
ふ
れ
る
べ
き
点
が
少
な
い
。
規
制
の
弱
さ
を
反

　
映
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
堀
に
残
る
村
掟
に
つ
い
て
は
番
田

　
栄
次
郎
氏
　
「
農
村
の
発
展
偏
　
（
『
田
本
歴
史
講
座
』
第
三
巻
）
参
照
。

⑫
こ
れ
ら
の
人
々
が
神
田
鍋
以
外
に
土
地
を
持
っ
て
い
た
横
拠
を
挙
げ
て
お

　
き
た
い
。

又
二
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中世今堀郷の農民構造と短暦寺（黒nl）

牛
裂
÷
輔
髄
鋸
↓
鐸
謹
計
甕

一
〔
鞍
壷
幽
甕
特
卜
博
論
雛

⑬
　
神
田
畠
に
お
け
る
筆
数
、
登
録
人
数
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
氏
が

　
整
理
さ
れ
て
も
お
ら
れ
る
し
、
史
料
の
持
つ
制
約
も
あ
っ
て
全
体
的
な
検
討

　
は
加
え
て
い
な
い
。
都
分
酌
な
検
討
に
お
い
て
（
第
2
表
参
照
）
、
　
佐
々
木

　
氏
の
計
算
と
多
少
の
誤
差
を
生
じ
て
い
る
が
、
大
勢
に
は
影
響
あ
る
ま
い
。

　
そ
の
変
蓬
を
察
す
る
た
め
佐
々
木
氏
の
整
理
さ
れ
た
一
覧
表
を
拝
借
さ
せ
て

録
数
．

登
萱

　数薬代年

82

W1

V4

W0

W2

W3

X9

100

108

85

158

160

166

175

193

172

！59

220

236

173

1491

1493

1494

1500

1505

1508

1510

1541

1563

1567

延徳3

明芯2

明応3

明応9

永正2

永正5
永ttt　7

’天交10

永禄4

永禄9

i

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

鍬
数

．
登
窯
・

組戸代

42

R7

Q3

S8

U7

U7

V2

V8

V7

W3

67

W2

S9

122

114

120

116

ユ44

ユ．26

116

1384

1416

1463

1481

1482

1486

1487

1489

1490

至徳元

応永32

嘉吉頃

寛正4

文明13

文明14

時明18

長享元

長享3

延徳2

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K

い
た
だ
く
。

　
な
お
A
は
岡
右
隣
、

33

ﾉ
、
C
は
同
じ
く
四
、

83

ﾉ
、
ま
た
U
は
同
右

四
、
鎗
に
ヴ
て
れ
榊
て
れ
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
他
は
今
堀
日
吉
神
社

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

な
お
E
に
当
る
寛
蔦
五

年
　
（
一
己
六
四
）
　
ム
7
堀

神
田
解
発
記
を
佐
々
木

氏
は
陰
い
て
お
ら
れ
る

の
で
、
一
応
そ
れ
に
従

っ
て
お
い
た
。
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石津村still　owns　many　important　documents，　whlch　should　be　syntheti－

cally　investigated　to　some　future　occasion．　Having　ftc　chance　to　see　a

part　Qf　£he　documents，　1　tried　here　to　outline　it．

The　Peasant　Structure　in伽αδoア忽6今堀郷and　the

　　　Enrツalewfi　Temple延暦寺in　the　Middle　Ages

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　Kurokawa

　　This　area，　known　as　a　representative　type　of　communities，　or　S6惣，　in

the　middle　ages，　remained　keeping　the　tax－bool〈　and　land－tax　records　in　the

lmabori　Shinto　Shrine今堀日吉神社，　on　examination　of　which．the　char－

acter　of　recorded　peasants　changed　about　the　turnlng　point　of　the　fifteenth

century；besides　Shose　who　were　fixαmurai地響，脚6s伽名主，　shinfean

ge’ii’1　1’　ani　d　priest　as　usuac　1　members，　another　peasants　of　different　character

appeared　to　be　persons　of　direct　responsibility　for　tax－paying．　This

shows　the　tr’?ｎｄ　of　peasant　lndepending　to　this　change，　through　the

change　of　the　writing　method　in　the　land－bool〈s，　the　manorial　lord　ffieizan

比叡山tried　to　keep　the　survival　of　the　2吻6名system，　by　establishing

the　existence　of　T∂mN6shzt当名主kind　in　the　E2zηα勲ヴ2　Temple，　which

denotes　a　gradual　feudalization　from　the　upper．　The　producing　structure

ln　itself，　however，　cannot　be　supposed　of　especially　splendid　M〈lad－exis－

tence　；　in　spite　of　some　class　difference，　lil〈e　distinction　between　‘　Taifee’

大家and‘5防ん〆小家and　the　existence　of　Toshiptorislu2年寄衆，　we　can

recognize　the　very　fact　that　the　personal　relations　of　peasE　nts　each　other

were　comparatively　flat，　and　village　cOmmunlties　had　a　peasant　constitu－

tion．

A　Pyoblem　of　the　Landlord　System　in

　　　　　　　　the　French　Revolution

　　　　　　　by

Haruhiko　Hattori

It　is　natural　that　the fundamental　problem　of　civil　revolutions　lies　in

　　　　　　　　（833）


