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小
葉
田
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編

　
若
狭
漁
村
史
料

　
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
は
昭
和
二
八
年

よ
り
三
〇
年
に
か
け
て
同
学
部
地
理
学
教
室
と
共

同
し
て
若
狭
漁
村
に
残
存
す
る
史
料
を
徹
底
的
に

調
査
し
た
。
本
書
は
そ
の
調
査
で
採
集
さ
れ
た
漁

業
・
漁
村
関
係
史
料
の
う
ち
、
中
世
・
近
世
初
期

の
も
の
全
部
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
も
の
で
特
に
重

要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

全
収
録
文
書
七
〇
一
点
、
う
ち
中
世
文
書
は
丹
生

区
有
文
書
・
大
音
文
書
・
秦
文
書
・
阿
倍
文
書
を

中
心
と
し
て
四
二
五
点
で
あ
る
。

　
秦
文
書
・
大
音
文
書
を
中
心
と
す
る
中
世
若
狭

漁
村
史
料
は
早
く
大
正
八
年
福
井
県
史
編
纂
に
際

し
て
発
見
・
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
中
世
漁
業
史
・
漁

村
史
研
究
の
基
本
的
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
、
日

本
の
中
世
漁
業
・
漁
柑
は
こ
れ
ら
の
文
書
を
の
ぞ

い
て
は
語
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書

は
従
来
『
福
井
県
史
』
・
牧
野
僑
之
棲
分
『
越
前

若
狭
古
文
書
選
』
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
学
界
の

共
同
の
財
産
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
、
し
か
し

そ
れ
は
全
文
書
の
う
ち
珠
玉
の
ご
と
き
一
部
だ
け

で
あ
っ
て
、
そ
の
全
貌
は
全
研
究
者
の
も
の
と
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
い
つ
た
条
件
の
も
と

で
臓
く
は
羽
原
又
吉
氏
「
若
狭
沿
海
を
中
心
と
す

る
中
獄
漁
業
と
そ
の
近
代
化
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

そ
の
後
小
笠
原
長
和
氏
「
中
世
に
お
け
る
海
村
の

生
活
－
若
狭
下
多
烏
・
汲
部
両
浦
一
」
　
（
『
史
観
隔

三
七
冊
）
、
五
味
克
夫
氏
「
中
世
爾
発
漁
村
の
変
遷

一
若
狭
雲
鳥
浦
の
場
合
一
」
（
『
鹿
児
島
大
学
文
理
学

部
紀
要
』
八
号
）
、
舟
中
正
宏
氏
「
中
世
海
線
　
村
落
の

社
会
構
造
」
　
（
『
史
学
研
究
』
七
一
）
、
　
「
中
世
海
線

村
落
に
お
け
る
浦
刀
禰
の
存
在
形
態
」
　
（
『
歴
史
教

育
』
六
の
一
〇
）
な
ど
個
別
研
究
が
深
め
ら
れ
て
き

た
。
先
述
の
京
都
大
学
国
史
研
究
室
の
調
査
に
際

し
て
、
あ
ら
た
に
遠
敷
郡
逃
避
に
お
い
て
、
秦
文

書
、
大
音
文
書
と
肩
を
な
ら
べ
る
中
世
文
書
安
倍

文
書
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
あ
ら
た
な
全
面
調
査
を

も
と
と
し
て
村
井
康
彦
氏
「
中
母
漁
村
の
成
立
過

程
－
若
狭
国
遠
敷
郡
雌
鳥
・
汲
部
両
掛
の
場
合
偏
、

楠
瀬
勝
氏
「
中
世
の
若
狭
網
場
漁
業
を
め
ぐ
る

二
・
三
の
問
題
i
そ
の
成
立
と
網
に
つ
い
て
一
」

（『

綜
j
論
集
』
一
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
研
究
を
う
け
て
最
近
で
は
網
野
善
彦
氏

「
申
世
に
お
け
る
漁
場
の
成
立
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』

七
二
～
七
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
α
こ
の
よ
う
に
み

て
く
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
若
狭
漁
村
の
史
料
を
研

究
者
金
体
が
手
に
と
っ
て
検
討
し
う
る
こ
と
が
ど

う
し
て
も
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
ご
と
は
盟
ら

か
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
の
公
刊
は
研
究

の
発
展
の
上
で
大
き
な
寄
与
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
そ
の
嵜
与
は
単
に
中
世
・
近
獄
漁
業
史

・
漁
村
史
の
研
究
の
上
に
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ

は
特
に
中
世
若
狭
国
全
体
を
綜
合
的
に
研
究
す
る

上
に
も
大
き
な
審
与
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
若
狭

国
は
近
世
の
小
醸
で
あ
り
、
国
衙
単
位
に
中
世
社

会
を
掘
握
す
る
の
に
も
つ
と
も
適
し
た
位
概
に
あ

り
、
東
寺
領
太
良
庄
を
中
心
と
す
る
東
寿
文
書
を

は
じ
め
と
し
て
、
壬
生
家
新
室
古
文
書
所
要
の
国

窟
庄
関
係
史
料
や
在
地
の
明
通
寺
文
書
、
羽
賀
寺

文
書
な
ど
更
に
は
一
宮
若
狭
彦
岳
神
絵
系
図
な
ど

に
本
霧
所
紋
中
世
文
書
や
『
小
浜
・
敦
賀
∴
二
国

記
史
料
』
所
収
の
中
世
文
書
を
あ
わ
せ
て
、
こ
れ

ら
を
全
体
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
中
世
史
研
究
に
賎
し
い
前
進
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

欲
を
云
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
残
存
の
歴
史
的

意
味
と
史
料
批
判
の
立
物
か
ら
吟
味
し
て
お
い
て

い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
酔
う
。
　
一
中
世
史
研
究
者

と
し
て
調
査
・
公
刊
に
あ
た
ら
れ
た
小
葉
田
子
先
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介翻

生
を
は
じ
め
京
大
国
史
研
究
室
の
諸
先
学
に
た
い

し
て
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

　
　
（
A
5
判
　
五
八
一
青
ハ
・
図
版
三
九
葉
昭
和
四
十

　
年
七
月
福
井
県
郷
土
史
懇
談
会
〔
福
弁
県
立
図
書

　
館
内
〕
刊
　
頒
価
二
、
五
〇
〇
円
　
送
料
～
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
河
音
能
平
）

酒
井
忠
雄
著

　
時
の
科
学
と
し
て
の
歴
史
学

　
「
個
と
金
体
と
の
関
係
と
い
い
、
行
為
を
取
扱

う
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
来
た
歴
史
学
の
性
格
は
、

更
に
そ
れ
ら
を
む
す
び
つ
け
る
原
理
を
求
め
て
い

る
。
個
と
金
体
の
関
係
の
追
究
は
、
哲
学
者
の
任

務
で
あ
り
、
行
為
は
倫
理
学
や
行
動
科
学
が
追
究

す
る
も
の
だ
。
そ
れ
ら
を
、
即
物
的
、
外
在
的
に

と
ら
え
る
の
が
、
自
然
科
学
と
す
れ
ば
、
歴
史
学

は
そ
れ
と
も
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
真
の
研
究
領

域
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
個
と
全
体
の
関
係
を
、
行
動
で
と
ら

え
る
と
い
う
『
時
（
と
き
）
の
科
学
』
と
し
て
と

ら
え
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
九
圏
…
九
五
頁
）

　
時
と
は
、
む
ろ
ん
物
理
的
な
「
時
間
」
で
は
な

い
。
　
「
私
は
歴
史
学
の
基
準
を
、
ま
ず
行
動
に
お

く
。
行
動
ど
は
、
表
現
で
あ
り
、
叙
述
で
あ
り
、

他
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
働
き
か
け
る
か

ら
に
は
、
そ
の
基
準
を
、
働
き
か
け
、
変
更
し
、

か
え
た
か
ど
う
か
の
目
標
・
目
的
に
お
く
。
た
め

と
い
う
こ
と
を
ぬ
い
た
い
か
な
る
行
為
も
、
無
効

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
有
効
性
を
は
か
る
手
段
と

し
て
、
時
を
も
ち
出
す
」
の
で
あ
る
。

　
第
一
部
　
時
の
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
、
第
二

部
　
時
の
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
・
研
究
ノ
ー
ト
、

に
分
れ
た
本
書
は
、
前
著
『
歴
史
教
育
の
理
論
と

由
力
法
』
　
（
昭
和
三
六
年
刊
）
　
・
　
『
R
【
本
史
学
由
人
ノ
ー

ト
』
　
（
昭
和
三
八
年
刊
）
に
つ
づ
い
て
、
歴
史
学
と

は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
、

と
問
い
か
け
、
真
正
颪
か
ら
迫
ろ
う
と
し
た
エ
ヅ

セ
イ
集
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
「
時

の
科
学
」
と
し
て
の
歴
史
学
の
あ
り
方
が
提
唱
さ

れ
る
。

　
著
者
の
歎
き
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
近
時
、
歴

史
書
の
嵐
版
ブ
ー
ム
と
い
い
、
歴
史
専
攻
学
生
の

急
増
と
い
い
、
歴
史
の
文
運
は
い
よ
い
よ
さ
か
ん

で
あ
る
が
、
歴
史
学
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
混
迷
の

度
を
深
め
て
い
る
。
お
よ
そ
学
問
に
と
っ
て
、
そ

の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
反
省
は
常
に
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
今
日
の
歴
史
学
界
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
必
要
は
ひ
と
き
わ
痛
感
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
、
歴
史
学
教
育
か
ら

史
学
史
へ
と
真
蟄
な
勢
力
を
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た

著
者
が
、
い
ま
本
書
を
世
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

本
書
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
問
題
の
方
向
を
、
’
今

後
一
層
深
く
体
系
化
さ
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
次

第
で
あ
る
。

　
　
（
B
6
版
　
一
五
八
頁
　
昭
和
四
〇
年
五
月
　
大
明

　
堂
刊
　
定
価
蕊
五
〇
円
）
　
　
　
　
（
熱
囲
　
公
）

山
岡
桂
二
著

　
日
本
近
代
思
想
史
に
於
け
る

　
政
治
と
人
間

　
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る

「
政
治
的
主
体
性
」
が
ど
の
よ
う
に
高
ま
り
、
こ
．

れ
と
の
関
連
の
上
に
「
人
間
的
主
体
性
」
が
ど
う

開
花
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
ど
で
あ
り
、
そ
の
指

標
と
し
て
、
　
「
国
罠
国
家
意
識
」
が
設
定
さ
れ
る
。

開
治
一
〇
年
代
、
自
由
畏
権
運
動
期
に
政
治
的
主

体
性
の
意
識
が
高
ま
り
、
こ
の
政
治
的
自
覚
を
媒

介
に
近
代
的
な
人
間
性
の
慮
覚
も
め
ば
え
る
。
二

〇
年
代
、
人
間
個
性
の
自
覚
に
深
ま
り
、
こ
れ
と

同
時
に
三
族
の
歴
史
的
個
性
に
対
す
る
意
識
を
局

揚
せ
し
め
、
之
之
に
近
代
的
醒
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
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