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十
八
世
紀
末
以
来

の
十

一
代
将
軍
家
斉

の
治
世
は
、
そ
の
放
漫
な
消
費
生
活
の
た
め
に
綱
紀

は
ゆ
る
み
、
世
間

一

天
保
改
革
と
奈
良

般
に
享
楽
を
求
め
る
風
潮
が
ひ
ろ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
化
政
期
の
文
化
爛
熟

の
時
代
と
な

っ
た
。
そ
の
た
め
物
価
が

騰
貴
し
、
幕
藩
財
政
は
窮
乏
化
し
、
商
品
経
済
が
発
達
し
て
農
村
の
階
層
分
化
が

い
っ
そ
う
進
ん
だ
。
さ
ら
に
天
保
期
に
は
い

っ
た
こ

ろ
か
ら
は
、
う
ち
つ
づ
ぐ
凶
作

の
た
め
も
あ

っ
て
、
百
姓

一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
が
続
発
し
て
社
会
不
安
が
増
大
し
、
大
坂
で
は
大
塩
の

乱
も
お
こ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢

の
な
か
で
、
十
二
代
将
軍
家
慶

の
も
と
に
、
老
中
首
座
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
が
天
保
十
二
年

(天
四
一)
か

ら
実
行
さ
れ
た
。
こ
の
改
革

の
ね
ら
い
は
、
風
俗
の
矯
正
、
倹
約
の
奨
励
と
物
価

の
引
き
下
げ
、
幕
府
財
政

の
建

て
直
し
と
旗
本
の
救

済

、
農
業
生
産

の
振
興
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
家
康
以
来

の
祖
法
を
守
り
な
が
ら
こ
の
危
機
を
切
り
抜
け
よ
う
と

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ぜ
い
た

く

ま
ず
、
贅
沢

の
禁
止
を
ふ
く
む
風
俗
の
取
締
ま
り
は
厳
重
を
極
め
た
と
い
わ
れ
る
が
、
奈
良
も
そ
の
例
に
漏
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
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か

わ
じ
と
し

あ
き
ら

た
ろ
う
。奈
良
奉
行
川

路

聖

謨
の
日
記
で
あ
る
『寧
府
紀
事
』
を
み
る
と
、
弘
化
四
年

(
天

四七)
九
月
、
奉
行
所
近
く
の
八
幡
宮

の
祭
礼
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
記
事
が

あ
る
。

こ
の
祭
り

の
太
鼓
台
の
町
内
巡
行
に
は
、町
内

の
若
者
が
ほ
と
ん
ど
裸
で
か
つ
ぐ

の
で
あ
る
が
「
以
前

び

ろ
う
ど

は
天
鵞
絨

の
は
ら
か
け
ち
り
め
ん
の
褌
な
と
な
り
し
か
、
御
改
革
よ
り
は
木
綿
に
改
り
た

(
戒
)

(
暇
)

る
よ
し
、
風
俗

の
末
事
を
い
ま
し
む
る
に
い
と
ま
あ
ら
ね
は
、
何
と
も

い
は
ぬ
に
よ
く
守

り
居
り
て
、
た
し
か
な
る
こ
と
也
」
と
い
う
ふ
う
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
単
な
る

一
例
に
過

ぎ
な
い
が
、
も

っ
て
お
お
か
た
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
特
徴
的
な
も

の
を
あ
げ
る
と
、
株
仲
間

の
廃
止
が
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
物
価

引
き
下
げ
に
よ

っ
て
武
士
階
級

の
困
窮
を
救
い
、
都
市
株
仲
間
商
人
と
の
対
抗

の
も
と
で

伸
び
な
や
ん
で
い
た
在
郷
商
人
層
を
剌
激
し
て
、
商
品
経
済
を
発
展

さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
大
坂

へ
の
物
資
集
積
量

は
ふ
え
ず
、
江
戸

の

物
価
も
下
が
ら
ず
、
ま
た
権
力
を
強
め
つ
つ
あ

っ
た
諸
藩
も
打
撃
を
受
け
、
領
内
特
権
商

人
も
中
央
市
場

の
商
人
と
提
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

嘉
永
四
年

(穴
亜
)
の
株
仲
間

の
再
興
は

こ
れ
に
応
じ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ま
た
天
保
十
四
年

(天
四三
)
の
人
返
し
の
令
は
、
荒
廃
し
つ
つ
あ
る
農
村
か
ら
江
戸
や
大
坂
に
移
り
住
ん
だ
人

々
を
帰
郷
さ
せ
、
都

市

へ
の
移
入
を
き
び
し
く
取
締
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
、
か
つ
て
の
寛
政
の
改
革
で
も
お
こ
な
わ
れ
、
農
耕
に
従
事
す
る

た
め
の
保
護
政
策
が
そ
れ
に
と
も
な
い
、

帰
郷
の
た
め
の
路
銀
も
与
え
ら
れ
た
が
、

天
保
の
ば
あ
い
は
、

強
制
的
な

面
だ
け
が
め
だ

ち
、
そ
れ
も
江
戸
だ
け
で
な
く
大
坂
で
も
か
な
り
の
強
引
さ
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

442



第五章 幕末の奈良

と
こ
ろ
で
、
同
年
九
月
に
発
令
さ
れ
た
「
江
戸

・
大
坂
最
寄
り
の
上
知
令
」
は
、
同
地
方
の
大
名
の
飛
地
や
旗
本
知
行
地
を
返
還
さ
せ

て
、

こ
れ
を
幕
府
の
直
轄
地
と
し
、代
わ
り
に
替
地
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、幕
府
の
経
済
的

・
軍
事
的
強
化
を
め
ざ
し
た
も

の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
天
領
に
移
さ
れ
よ
う
と
す
る
領
地
の
農
民
や
町
民
に
は
不
安
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
諸
大
名
や
旗
本

の
は

げ

し
い
収
奪
下
に
あ

っ
て
貸
借
関
係
が
密
接
で
あ

っ
た
た
め
に
、
金
を
貸
し
た
相
手
方
に
逃
げ
ら
れ
る
疑
い
が
も
た
れ
る
ぽ
あ

い
も
あ

っ
た
。
ま
た
領
主
側
も
替
地
が
旧
来

の
も

の
よ
り
も
不
利
と
な
る
こ
と
を
知
り
、
結
局
両
者
か
ら
の
猛
反
対

に
あ

っ
て
、
上
知
令

は
わ

ず

か

一
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
上
知
令

は
、
発
令
よ
り
三
か
月
前

の
六
月
下
旬

に
内
示
さ

れ
て
い
た
も

の
ら
し
い
。
石
河
鎌
之
助
知
行

の
平
松
村

の
文
書
で
は

「村
方
諸
書
物
之
品
々
雛
方
村
江
持
下
り
、
夫
よ
り
大
坂
御
代
官

所

迄
」
書
類
を
整
理
し
て
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
「閏
九
月
上
旬
諸
書
物
認
出
来
、御
役
所
迄
差
出
候
処
、
閏
九
月
下
旬

二

御

上
知
御
沙
汰
止

二
相
成
」

っ
た
と
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ぐ
あ
い
で
、
と
れ
ま
で
改
易

・
転
封
は
意

の
ま
ま
に
強

行

し
て
き
た
幕
府

の
権
威
も
地
に
落
ち
た
感
が
あ

っ
た
。

天
保

の
改
革
は
、
わ
が
国

の
商
品
経
済

の
実
情
を
正
し
く
認
識
し
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
う
え
実
行
に
当

た

っ
て
は
あ
ま
り
に

強
引
す
ぎ
て
、
い
た
ず
ら
に
世
の
混
乱
を
招
き
、
そ
の
効
果
は
あ
が
ら
ず

「
や
が

て
世
の
中
、
眉
に
火

の
つ
け
る
が
ご
と
く
、
俄
に
事
あ

ら
た
ま
り
て
、
士
農
工
商
お
し
か
ら
め
て
お
の
の
く
ば
か
り
な
り
」
(
『寝
ぬ
夜
の

す
さ
び
』

)と
評
さ
れ
、

各
方

面
の
反
感

を
買

っ
た
。
こ
う
し
て

忠
邦
も

つ
い
に
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
、
幕
府
草
創
期
の
祖
法
を
墨
守
す
る
ぼ
か
り
で
は
、
封
建
体
制

の
崩
壊
を
と
ど
め
る
こ
と
は
む
ず

か
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。

鎖
国
の
方
針
も
、
や
が
て
変
更
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
(
一八
泗
鴎
二
)
に
よ

っ
て
清
国
が
敗
れ
た
こ
と
は
、
幕

開

国

の

影

響

府
を
大
い
に
驚
か
せ
、

無
二
念
打
払
令

の
緩
和
と
洋
式
訓
練
の
採
用
と
な

っ
た
。
弘
化
元
年

(穴
四四)
に
は
、

オ

ラ

ン
ダ
国
王
が
親
書
を
送

っ
て
、

幕
府
に
開
国
を
勧
め
た
し
、
同
三
年

(天
四六)
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ビ

ッ
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ド

ル
が

浦

賀

に
来

航

し

て
開

国

を

要

求

し

て

い
る

。

こ

の
よ

う

な

転
変

す

る
時

勢

の
波

や
種

々

の
風

説

は
、

奈

良

の
町

や

大

和

の
農

山

村

に
も

、

押

し
寄

せ

て
き

た

の
で
あ

る
。

(弘
化
四
年

一
八
四
七
)

(
て
)

「当
二
月
九
日
薩
州
に
而
イ
キ
リ
ス
と
戦
争
あ
り
、
薩
州
の
士
十
六
人
討
死
、
イ
キ
リ
ス
の
船
は
四
艘
之
内
七
百
七
十
人
乗
の
船

一

艘
例

の
ホ
ン
ヘ
ン
を
以
焼
討
に
し
て
焼
沈
め
し
と
云
、
十
七
人
は
生
と
り
た
る
と
い
ふ
風
聞
あ
り
、
ま
こ
と
に
や
」
、
こ
れ
は

『寧
府

紀
事
』

の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
う
わ
さ
は
英
船
が
沖
縄
に
き
た
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
こ
の
こ
ろ
、
郡
山
藩
は
相
模
国

の

浦
賀

の
海
岸
防
備
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
風
聞
を
記
し
て
い
る
。
海
の
な
い
奈
良
に
も
、
外
国
船
来
航
に
よ
る
多
難
な
状
況
が
伝
え
ら

れ
、
何
か
と
あ
わ
た
だ
し
さ
が
み
え
は
じ
め
た
。

嘉
永
六
年

(
穴
五三
)
六
月
、
ペ
リ
ー
の
来
航
に
あ
た

っ
て
、

郡
山
藩

へ
は
、

警
備
の
た
め
侍
士
五
〇
人

・
足
軽

五
〇
人
を
江
戸
品
川

に
出
張
さ
せ
る
よ
う
に
と

の
指
令
が

で
た
も

の
の
、

や
が
て
ア
メ
リ
カ
船
が
退

い
た
の
で
、

出
張
取
止
め
の
急
報
を
う
け
て
い
る
。

し
か
し
、
同
年
暮
れ
に
は

一
五
〇
余
人
、
翌
七
年
正
月
に
は

一
六
〇
人
ぼ
か
り
が
江
戸

へ
赴
い
た
よ
う
で
あ
る
(「諸
日
記
控
帳
」

武
野
義
正
氏
蔵
)
。
同
七
年

(斑
ト
齟
瀧
安
)に
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
再
来
し
て
、
大
坂
天
保
山
沖
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
は
、
有
事
に
備
え
て
労
働
力
確
保

の
資

金

と

し
て
、

一
軒

に
三
〇
文
宛

の
割
当
て
が

奈

良
の
町
に
も
あ

っ
た
が
、

ロ
シ
ア
船

の
出
帆
で
沙
汰
止
み
に
な

っ
て

い

る

(繦
瀲
嫐
齢
舗
鯱

蔵
)。同

年
(咳
瞰
玩
畔
)三
月
、
幕
府
は
つ
い
に
時
流
に
さ
か
ら
え
ず
、

祖
法
を
棄
て
て
日
米
和
親
条
約
を
結
び
、

つ
づ

い
て
イ
ギ
リ
ス
・
ロ

シ
ア

・
オ
ラ
ン
ダ
と
も
ほ
ぼ
同
様

の
和
親
条
約
を
結
ん
だ
。

つ
い
で
安
政
五
年

(
穴
五八)
に
は
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に

日
米
修
好
通
商
条

約

を
締
結
し
、

つ
い
で
オ
ラ
ン
ダ

・
イ
ギ
リ
ス

・
フ
ラ
ン
ス

・
ロ
シ
ア
と
も
同
様
の
条
約
を
結
ん
だ
。

こ
れ
が
安
政
の
五
か
国
条
約

で
、

い
ず
れ
も
治
外
法
権
を
認
め
、
関
税
自
主
権
を
も
た
な
い
き
わ
め
て
不
平
等
な
条
約
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
約
二
〇
〇
年
に
わ
た

る
鎖
国
の
扉
が
開
か
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
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通
商
条
約
に
よ

っ
て
、

翌
安
政
六
年

(穴
五九)
六
月
に
横
浜

(神
奈
川
)
・
長
崎

・
箱
館

の
三
港
が
開
か
れ
貿
易
が
は
じ
ま

っ
た
。

奈

・

(
に
脱
力
)

も
り
い
さ
む

良
奉
行
根
岸
肥
前
守
衛
奮

は
幕
府
の
命
令
を
う
け
て
、
「(前
略
)神
奈
川
長
崎
箱
館
三
港
お
ゐ
て
商
人
共
勝
手

二
商
売
を

遂
ぐ
べ
く
候
、

右
の
も
の
共
舶
来
の
品
々
売
捌
き
候
は
勿
論
、

居
留
の
外
国
人
共
見

せ
二
売
り
し
品
諸
人
買
取
候
義
勝
手
次
第
た
る
べ
く
候
」

(臨
贓
讖

毓
」
)
と

の
触
れ
を
、
惣
年
寄

・
町
代
を
通
じ
て
町
々
に
布
達
し
て
い
る
。
貿
易

の
開
始
で
輸
出
品
の
生
産
は
剌
激

を
う
け
て
盛
ん
に
な

る
が
、
国
内

の
消
費
物
資
は
欠
乏
に
追
い
こ
ま
れ
て
物
価
は
騰
貴
し
た
。
こ
の
た
め
下
級
武
士
や
庶
民
は
生
活
苦

に
お
ち
い
り
、
こ
れ

が
幕
末
百
姓

一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
激
化

の
原
因
と
な

っ
た
が
、
同
時
に
攘
夷
運
動
が
激
し
く
な
る

一
因
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
き
、

文
久
元
年

(天
室
)
五
月
中
旬
、

イ
ギ
リ
ス
の
ミ
ニ
ス
ト
ル

(公
使
)
と
オ
ラ
ン
ダ

の
コ
ン
シ

ュ
ル

・
ゼ
ネ
ラ

ー
ル

(総
領
事
)
ら
の
一
行
が
長
崎
奉
行
支
配
の
役
人
や
通
訳
に
付
き
添
わ
れ
、
長
崎
か
ら
大
坂
を
経
て
江
戸
に
向

か
う
途
中

で
奈
良

を
通
過
し
た
。

同
月
十

一
日
に
大
坂
を
出
発
し
て
奈
良
に
向
か
い
、

十
二
日
に
は
暗
峠
を
越
え
て
奈
良
に
入
り
樽
井
町
で
宿
泊
、

十

三
日
に
出
発
し
て
山
城

の
加
茂
に
向
か

っ
た
。
こ
の
と
き
、
万

一
の
こ
と
を
心
配
し
た
奈
良
奉
行
は
、
与
力

・
同
心
ら
を
橋
本
町
に
出

張
さ
せ
、
外
国
人
が
指
定
以
外

の
道
を
歩
か
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
見
物
人
が
外
国
人
に
暴
行
し
な
い
よ
う
に
警
戒

に
あ
た

っ
た
。
そ

は
つ

と

し
て
官
服

・
法
度
に
関
す
る
書
籍

・
明
鑑
・
武
鑑
・
兵
学
書
・版
本
に
な
い
写
本
の
類
・
城
郭
陣
列

の
図
・
甲
冑
刀
剣
類
・銅
な
ど
を
外
国

人
に
売
る
こ
と
を
禁
じ
た
(捏
蕪

顎
蔚
璽

鍵
黼
)。
ま
た
、
そ
の
警
備
の
関
係
で
、興
福
寺

の
唐
院
御
蔵
か
ら
の
鹿
追

い
出
し
の
た
め
に
、三

条

村

か

ら

二
〇

人
が

出

役

し

、
奈

良

町

周

辺

の

一
四
か

村

か
ら

は
加
茂

行

き

の
た

め

に

二
〇

〇

人

ほ

ど
が

出

役

し

て

い
る

(「三
条
村
記
録
」

三
条
町
有
文
書
)
。

橋

本

・
角

振

・
角

振

新

屋

・
餅

飯

殿

の
各

町

に
対

し

て

は
、

与

力

・
同

心

の
接

待

費

が

臨

時

に

か
け

ら

れ

て
お

り

、

餅

飯

殿

町

は

二
四

七
匁

五

厘

を

負

担

し

て

い

る
。

実
は

こ
の
外
国
人
は
イ
ギ
リ

ス
の
駐

日
公
使

オ
ー

ル
コ
ッ
ク
と
書
記
宮

ゴ

エ
ル
、
長
崎
領
事

モ
リ
ソ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
デ

・
ビ

ッ
ト
ら

の

一
行

で
、特
派
画
家

の
ワ
ー
グ

マ
ン
も
同
行
し

て
い
た
。
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
は
の
ち
に
こ
の
旅

の
こ
と
を

『
大
君

の
都
』
の
中

で
記
し
、
ま
た
デ

・
ビ

ッ
ト
の
記
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録
か
ら
引
用
し
た
記
事
が
バ
タ
ビ
ヤ
新
聞
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

慶
応
三
年

(一八六七)
四
月
十
九
日
に
も
、
外
国
人
が
大
坂
か
ら
奈
良
を
訪
れ
、
東
大
寺
大
仏
を
見
物
し
て
い
る
が

、
こ
の
と
き
に
も
鹿

追

い
出
し
の
た
め
に
三
条
村
か
ら
出
役
し
て
い
る
。

貿
易
の
開
始
で
、
物
価
が
騰
貴
し
た
こ
と
は
、
貢
納
銀
に
も
響
い
た
と
思
わ
れ
る
。
三
条
村
で
は
文
久
元
年

(
穴
六
一)

二
二
〇
匁
銀
納

で
あ

っ
た
の
が
、
翌
二
年
に
は

一
六
〇
匁
、
文
久
三
年
に
は

一
七
五
匁
、
こ
の
の
ち
、
二
五
〇
匁
、
四
〇
〇
匁
、
六
〇
〇
匁
と
年
を
追

明教館 書籍 目録 「橋本家文書」(京大図書館蔵)

っ
て
増
加
し
て
い
る
。
物
価
騰
貴
で
貨
幣
価
値
が
下
落
し
て
、
貢
納
銀
の
増
加
を
強

い
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

梶

野

良

材

と

十
九
世
紀
の
初
め
ご
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
幕
末
の
危
機
的
状
況

明

教

館

が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
危
機
を
感
じ
と

っ
た

武
士
や
政
治
に
参
与
し
て
い
た
儒
者
た
ち
の
な
か
か
ら
は
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め

の
思
想
が
生
ま
れ
、
教
学
の
刷
新
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
奈
良
奉
行
所
に

よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
明
教
館
も
、
こ
の
意
味
か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

よ
し

き

明
教
館
は

「
山
城
大
和
見
聞
随
筆
」
を
著
し
た
奈
良
奉
行
梶

野
土
佐
守
良
材

に
よ

っ
て
、
天
保
三
年

(一△
三
)
に
幕
府
の
許
可
を
得
て
設
立
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
国
学
に

く
わ
し
か
っ
た
梶
野
良
材
は
、
平
田
篤
胤
門
下
の
国
学
者
で
考
証
家
で
も
あ

っ
た
穂

井
田
忠
友
と
親
し
く
し
た
が
、
そ
の
忠
友

の
書
生
で
あ

っ
た
井

上
町
生
ま
れ
の
青
年

友
吉
が
学
問
を
好
み
、
絵
画
に
非
凡
の
才
あ
る
こ
と
を
認
め
て
御
用
絵
師
に
取
り
立

と

も
し
げ

と
え

ん

て
た
。
そ
し
て
扶
疏

の
名
と
杜
園

の
号
を
当
時

一
六
歳

の
友
吉

に
与
え
た
。
天
保
七
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年

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
友
吉
こ
そ
、

の
ち
に
岡
野
松
寿
家
の
遺
作
に
範
を
求
め
た
と
は
い
え
、
自
ら
の
彫
芸

の
世
界
を
き
り
開
き
、

奈
良
人
形
中
興
の
人
と
称
さ
れ
、
大
蔵
流
狂
言
の
名
手
と
し
て
聞

こ
え
た
森
川
杜
園
で
あ
る
。
青
年
友
吉

の
人
と
な
り
と
才
能
に
属
目

し
た
梶
野
良
材
の
眼
識
の

一
端
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
明
教
館
は
奉
行
所
に
付
属
す
る
講
学
所
で
、
そ
の
敷
地
は
北
袋
町
の
加
賀
屋
助
蔵
所
持

の
家
屋
二
軒
分
を
買
上
げ
た
も

の
で
、

奉
行
所
す
な
わ
ち
い
ま
の
奈
良
女
子
大
学
の
北
側
、
北
袋
町
西
側

の
南
端
に
あ
る
間

口

一
〇
間
、
奥
行

一
七
間
半

の
土
地
で
あ

っ
た
。

初
期
の
明
教
館
の
事
情

に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ

に
引
用
す
る
大
坂

の
儒
者
篠
崎
小
竹

(弼
)
の
書

い
た

「南
都
明
教
館
記
」
が
よ
く
こ
れ
を

物
語

っ
て
い
る
。

南
都

明
教
館
記

　マ
こ

治
民
之
道

二
、政
与
教
而
已
、法
制
禁
令
防
民
為
非
謂
之
政

、
倡
導
誘
掖
使
民
趣
善
謂
之
教

、両
者
不
可
偏
廃
、
而
聖
賢
以
教
為
重
矣

、
(中
略
)
是

ア
マ
ネ

以
政
法
益
密
、而
教
化
未
洽
江
都
之
外
、州
府
郡
県
未
聞
有
学
校
書
院
之
設
、其
或
設
焉
者
亦
有
名
而
無
実
勢
乃
尓
也
、
南
都
奉
行
梶
野
君
深
有
慨

　　
む

于
此
、乃
与
属
吏
某
≧
等
謀
申
請
于
官
、択
府
治
之
近
地
葺
宇
若
干
楹
、延
師
説
経
使
吏
民
子
弟
游
息
其
中
、
時
自
来
莅
考
其
所
業
、京
師
所
司
代
太

田
掛
川
侯
嘉
其
、挙
名
日
明
教
館
為
書
扁
額
、寄
以
朱
子
文
集

一
部
蔵
之
於
館
、盖
亦
先
教
後
政
之
意
也
、
始
任
教
授
之
職
者
滝
世
脩
、世
脩
既
没
、

弼
門
人
岡
守
愚
承
之
其
後
、而
君
則
転
官
還
江
都
、今
之
奉
行
本
多
君
継
加
勉
励
、於
是
某
≧
等
因
守
愚
託
記
於
弼
、

(中
略
)

梶
野
君
名
良
材
土
佐
守
藤
原
朝
臣

・
本
多
君
名
繁
親
淡
路
守
藤
原
朝
臣
、
属
吏
十

一
員
、
中
条
良
蔵
正
言

・橋
本
喜
久
右
衛
門
政
方

・
玉
井
与

　マ
ご

十
郎
定
応

・
羽
田
謙
左
衛
門
猛
貞

・
羽
田
半
之
助
教
敬

・
中
条
仁
之
助
正
峻

・
中
条
源
吾
肥
光

・
橋
本
直
次
郎
政
孝

・
玉
井
万
七
郎
定
明
・斎
藤

ハ
ジ

ム

徳
七
郎
定
国

・
羽
田
嘉
蔵
忠
貞

、天
保
三
年

壬
辰

二
月
廿
六
日
申
請

、
三
月

二
日
命
如

所
請

、廿
九

日
初
事
、
九
月
廿

八
日
上
棟
、
八
月
九
日
落
成

天
保
十

一
年
庚

子
冬
十

一
月

大
坂
篠
崎

弼
謹
撰
并
書

受
講
者
は
奉
行
所
の
与
力

・
同
心
の
子
弟
が
主
体
で
町
民
も
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
し
く
、
五
経
を
は
じ
め

『孝
経
』
『
近
思
録
』

な
ど
が
教
授
さ
れ
た
。
初
代
教
授
に
は

「明
教
館
記
」
に
も
あ
る
よ
う
に
滝
世
脩
が
任
じ
ら
れ
た
。
世
脩
、
字

は
子
敬
、
清
叡
と
号
し
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岡菊坪墓(瑞 景寺)

南
半
田
町
に
住
み
、
儒
学

の
ほ
か
画
も
よ
く
し
た
と
い
う
。
第

二
代
の
教
授
と
な

っ

た
人
は
、
篠
崎
小
竹

の
弟
子
岡
菊
坪
で
、
諱
は
守
愚
、
字
は
直
夫
、
菊
坪
と
号
し
、

天
保
十
三
年
に
三
三
歳
で
没
し
た
。

つ
い
で
第
三
代
の
教
授
が
佐
々
木
西
里
で
、
明

治
十
四
年

(
天
益
)
に
没
す
る
ま
で
こ
の
職
に
あ

っ
て
、

事
実

上
明
教
館
を

支
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
西
里
は
堺
の
医
家
の
出
で
大
坂
の
儒
者
斎
藤

五
郎

に
学
び
、

一
乗

院
宮

の
侍
講
と
な
り
、
つ
い
で
こ
の
明
教
館
教
授
を
兼
ね
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
教

授

の
俸
禄

は

一
か
年
玄
米

一
〇
石

・
銀
子

一
〇
枚
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

弘
化
三
年

(天
四六)
に
川
路
聖
謨
が
奈
良
奉
行
に
着
任
し
た
こ
ろ
、

日
々
読
書
す
る
者
が
数
人
と
い
う
状
態
で
あ

っ
た
た
め
、

奉
行

所
内
に
与
力

.
同
心
の
学
問
所
を
別
に
設
け
て
は
と
の
意
見
が
出
た
が
、
聖
謨
は
そ
れ
を
許
さ
ず
、
か
え

っ
て
明
教
館

の
隆

昌

を

願

い
、
求
め
に
応
じ
て
つ
ぎ

の
よ
う
な
こ
と
ぽ
を
掲
げ
、
学
問
出
精
を
期
待
し
て
い
る
。

大
抵
為
学
不
厭
卑
近
、
愈
卑
ク
愈
近
レ
ハ
則
工
者
愈
実
而
所
得
愈
高
遠
、
録
文
公
朱
先
生
語
示
明
教
館
子
弟

ま
た
、
聖
謨
は
、
市
中

の
寺
子
屋
に
命
じ
て
子
弟
を
集
め
、
毎
月
九

・
十
九
日
の
両
日

『孝
経
』
『
論
語
』
『小
学
』

の
講
義
を
お
こ

な
い
、
奉
行
所
小
書
院
で
も
毎
月
二
日
に

『
論
語
』
の
講
義
を
し
た
こ
と
な
ど
が
あ

っ
た
た
め
、
講
学
所
も
充
実

し
受
講
者
も
増
加
し

て
、
奈
良
に
お
け
る
教
学
は
と
み
に
活
気
を
帯
び
る
こ
と
と
な

っ
た
。

門
人
録
に
よ
る
と
、

慶
応
四
年

(丕
ハ八)
以
降

の
門
人
五

コ
ご

人
に
対
し
、
そ
れ
以
前
の
も
の
ら
し
い
も
の

一
一
九
人
が
あ
り
、
な
か
に
東
大
寺
僧
侶
を
は
じ
め
河
内
屋
吉
之
助

・
紺
屋
徳
之
助

・
醤

油
屋
徳
蔵
ら
の
名
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
講
学
所
が
広
く
門
戸
を
開

い
て
い
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。

か
わ
じ
さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う
と
し
あ
き
ら

歴
代
奈
良
奉
行
の
う
ち
で
も
、川
路
左
衛
門
尉
聖
謨
は
こ
と
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。
聖
謨
は
、

弘
化
三
年

(
穴
四六
)
正
月
、

池
田
播
磨
守
頼
方
が
普
請
奉
行
に
転
じ
た
あ
と
、

普
請
奉
行
か
ら
奈
良
奉
行
に
な

っ

川

路

聖

謨

の

施

政
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た
。
当
時
四
五
歳
で
、
嘉
永
四
年

(天
五
一)
六
月
、

大
坂
町
奉
行
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
、
あ
し
か
け
六
年
奈
良
に
在
住
し
、

令
名
を
う

た
わ
れ
た
。

聖
謨

は
、
体
を
き
た
え
武
術

に
励
み
、
奈
良

の
生
活
で
も
毎
日
槍
の
す
ご
き

一
五
〇
〇
本
、
刀
の
素
振
り
五
〇
〇
回
あ
ま
り
を
欠
か

さ
ず
、
馬
術
に
も
心
掛
け
た
。
同
時
に
学
問
を
好
み
、
儒
学
は
佐
藤

一
斎
に
学
ん
で
王
陽
明
の

『
伝
習
録
』
な
ど
を
玩
味
し
、
佐
久
間

象
山
と
の
交
渉
も
あ
り
、
特
定

の
学
派

に
か
た
よ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
わ
が
国
の
古
典
だ
け
で
な
く
当
代
の
書
物
に

も
親
し
み
、
滝
沢
馬
琴
の
読
本
を
喜
ん
で
い
る
と
い
う
ふ
う
で
あ

っ
た
。
和
歌
を
詠
み
詩
文
を
た
し
な
み
筆
録
に
長
じ
、
奈
良
奉
行
在

任
中
の
日
記

『
寧
府
紀
事
』
を
残
し
て
い
る
。
対
外
問
題
に
つ
い
て
も
関
心
が
深
く
、
も

っ
と
も
刀
剣

・
甲
冑
の
こ
と
に
は
こ
と
の
ほ

か
く
わ
し
く
、
鑑
定
の
依
頼
に
も
応
じ
て
い
る
。

聖
謨
の
施
政
は
、
土
地
の
旧
慣
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
流
弊
を
し
だ

い
に
改
め
て
い
く
と
い
う
方
針
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
政
治
に
は

仁
恕
の
心
を
専
ら
と
し
、

節
あ

っ
て
寛
大
な
こ
と
が
大
切
と
考
え
た
。
か
れ
は
、

嘉
永
二
年

(天
四九)
二
月
の
こ
ろ
、
五
泣
百
笑
の
奉

川 路 聖 謨

ロシア帝国海軍士官モーザス

キー氏撮影 『川路聖謨之生涯

全』川路寛堂編

行
と
噂
さ
れ
た
と
み
ず
か
ら
認
め
て
い
る
が
、
そ

の
施
政
下
で
は
、
盗

賊

の
せ
ん
さ
く
が
厳
し
い
た
め
に
盗
難
は
少
な
く
な
り
、
訴
訟
裁
判
を

公
正
に
処
理
す
る
こ
と
か
ら
、
多
く

の
人
々
に
喜
ば
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
聖
謨
が
奈
良
に
着
任
し
た
年
(弘
化
三
年
)
の
こ
と
、
八
月
四
日
の
鹿
の

角
伐
り
を
前
に
鹿
寄
せ
を
し
て
い
た
町

の
若
者
が
、
誤

っ
て
大
鹿
を
殺

し
た
。
興
福
寺
か
ら
訴
え
が
あ

っ
た
が
、
鹿
が
人
を
傷

つ
け
る
の
で
角

伐
り
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
誤

っ
て
死
に
追

い
や
る
こ
と
も
あ

ろ
う
と
、

こ
の
訴
え
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
常
典
を
も

449



っ
て
取
り
扱
う
こ
と
を
不
条
理
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
誠
を
尽
く
し
て
正
理
を
誤
ら
な
か

っ
た
だ
け
で
な
く
、
民
事
、
刑
事
と
も
裁
判

の
渋
滞
を
い
ま
し
め
、
与
力
た
ち
を
督

励
す
る
と
と
も
に
、
と
き
に
は
日
に
数
度
も
評
定
を
か
さ
ね
、
み
ず
か
ら
も
審
理
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
の
裁
判

の
促
進
ぶ
り
を
み
る

と
、
嘉
永
元
年

(天
四八
)
の
公

事
数

一
二
〇
〇
余
の
う
ち
十
二
月
以
後

の
公
事

二
〇
ば
か
り
が
翌
年
ま
わ
し
と
な

っ
て
お
り
、
ま
た
、

入
牢
者
は
二
六
〇
人
あ
ま
り
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
翌
年
に
ま
わ
さ
れ
た
の
は

一
〇
人
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
与
力

.
同
心
の
出
精
を
認
め
て
七
言
絶
句
に
そ
の
心
を
託
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
そ
し
て

「
与
力

・
同
心
は
奈
良
市
中

の
曲
尺
な
り
」
と
諭

し
、

つ
ね
つ
ね
自
分
を
強
く
戒
め
よ
、
と
も
説
い
て
い
る
。

警
察

の
仕
事
も
奉
行
所

の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
聖
謨
は
、
強
盗
な
ど
の
取
締
ま
り
を
厳
し
く
し
た
た
め
に
・
黏
州
り
な

ど
が
大
い
に
減

っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
で
は
賭
博

の
ふ
う
が
盛
ん
で
、
寺
院
な
ど
も
そ
の
場
所
に
利

用
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
禁
制

の
賭
博

の
取
締
ま
り
に
努
め
た
の
で
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ぽ
急
に
与
力
に
命
じ
て

取
締
ま

っ
た
と
こ
ろ
、
五
〇
余
人
を
検
挙
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
寺

の
境
内
で
の
賭
博
を
許
し
た
同
心
は
死
罪

に
処
せ
ら
れ
た
。
そ

㊧
た
め
で
あ
ろ
う
、
嘉
永
元
年
に
、
所
々
の
博
奕
打
ち
の
方
を
回
り
歩
く
剣
術

つ
か
い
を
捕
え
た
と
こ
ろ
、
大
和

へ
き
た
が
世
上
不
景

気
と
い
っ
て

一
向
に
銭
を
く
れ
な
い
の
で
、
や
む
な
く
盗
み
を
働
い
た
と
申
し
た
て
た
話
が

『寧
府
紀
事
』
に
あ

る
。
ま
た
、
嘉
永
二

年
四
月

の
こ
と
で
あ
る
が
、
奈
良
随

一
と
評
判
の
博
奕
打
ち
を
呼
び
出
し
た
と
こ
ろ

「奈
良
は
近
ご
ろ
や
か
ま
し
く
よ
い
博
奕
は
で
き

な
い
の
で
紀
州
高
野
山

へ
出
奔
し
た
あ
と
で
あ

っ
た
」
こ
と
を
聞
い
た
と
、
そ
の
記
事

の
な
か
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
町
の

風
俗
も
あ
ら
た
ま
り
、
町
民
は
こ
と
に
こ
れ
を
喜
ん
だ
。
い
っ
ぽ
う
で
は
公
事
な
ど
が
減
少
し
、
公
事
人
の
奈
良
滞
留
が
少
な
く
な
る

こ
と
も
あ

っ
て
、
木
辻
町
の
遊
所
や
料
理
茶
屋
が

こ
と
の
ほ
か
さ
び
れ
た
が
、
聖
謨
は

「
両
方
と
も
に
よ
い
こ
と
は
な
い
」
と
記
し
て

い
る
。
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聖
謨
の
治
績
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
社
会
福
祉
の
事
業
で
あ
る
。
聖
謨

は
着
任
以
来
、
盆
や
暮
れ
に
は
病
人

.
老
人

.
貧
者
な
ど
困

窮
者
に
施
与
を
お
こ
な
い
、
そ
の
救
済
を
心
が
け
て
い
る
。

た
と
え
ぽ
、
弘
化
四
年

(
一八四七
)
の
暮
れ
に
、

奈
良

町
の
貧
者
に
自
分

の

入
用
金
の
う
ち
か
ら
施
与
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
、
そ
の
対
象
が
は
じ
め
は

一
七
～
八
人
に
と
ど
ま

っ
た
の
で
再
調
査
を
命
じ
、
さ
ら

に

一
〇
人
ぼ
か
り
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、

一
人
に
つ
き
銭

一
貫
五
〇
〇
文
ず

つ
を
援
助
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
で

は
長
続
き
は
し
な
い
と
察
し
て
永
続
の
方
法
を
考
え
た
。

嘉
永
元
年

(天
哭
)
八
月
、
た
ま
た
ま
、
奈
良
晒
の
豪
家
二
人
か
ら
銀
六
貫
目
の
献
金
(%
㏄
俣
醗
)
が
あ

っ
た
。

こ
れ
を

機

会

に
聖
謨

は
、
救
済
資
金
の
積
み
立
て
に
意
を
注
ぐ
よ
う
に
な

っ
た
。
当
時
、
奈
良
町
の
人
口
二
万
五
〇
〇
〇
人
、
そ
の

一
〇
〇
分

の

一
の
二
五

〇
人
を
困
窮
者
と
予
想
し
て
、
二
〇
貫
目

の
資
金
が
あ
れ
ぽ
そ
れ
を
運
用
し
、
そ
の
利
子
で
少
額
ず

つ
で
も
永
世

に
扶
助
で
き
る
と
考

え
た
。
そ
こ
で
十
二
月

一
日
に
は
聖
謨
み
ず
か
ら
銀
六
貫
五
〇
〇
目
を
出
し
て
、
奉
行
所
小
書
院

へ
惣
年
寄
を
よ
び
だ
し
、
与
力
立
ち

あ
い
で
こ
れ
を
手
渡
し
、
自
分

の
名
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
表
向
き
は
上
納
金
と
す
る
配
慮
を
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
聞
こ
・兄
て
町
民

か
ら
も

つ
ぎ

つ
ぎ
に
救
済
資
金

へ
の
加
入
申
し
込
み
が
あ
り
、
四
日
に
は
は
や
く
も
銀

一
〇
貫
ば
か
り
に
も
な

っ
た
と
い
う
。

翌
嘉
永
二
年

(
天
究
)
三
月
の
は
じ
め
に
は
幕
府
か
ら
正
式

の
許
可
も
お
り
て
、
救
済
制
度
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
。
五
目

に
は
重
病
人
と
極
難
の
者
は
申
し
出
る
よ
う
に
触
れ
だ
し
、
年
に
二
〇
〇
人
だ
け
は
永
く
扶
助
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
九
日

わ
ず
ら

に
は
、
孤
児
や
身
寄
り
の
な
い
老
人
、
出
産

・
長
煩
い
困
窮
者
は
申
し
出
る
よ
う
に
と
触
書
を
出
し
て
い
る
。
同
年
八
月
に
は
、
九
〇

歳
以
上
の
長
寿
者
(醋
塒
)に
も
毎
年
五
貫
ず

つ
給
付
す
る
こ
と
に
し
た
。
か
ね
て
か
ら
の
思
い
が
実
現
で
き
た
の
で
、
聖
謨
は

「永
久
の

す
く
い

救
出
来
て
有
難
き
こ
と
也
」
と
日
記
に
書
き
と
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
福
祉
制
度
と
と
も
に
、
桜
楓
植
樹

の
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
ほ
か
、
聖
謨

は
奈
良

の
物
産
と
し
て
聞

こ
え
る
墨
に
深

い
関
心
を
も
ち
、
古
梅
園

の
主
人
に
墨
質
の
改
良
を
す
す
め
、
唐
墨
の
製
法
に
つ
い
て
長
崎

＼
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か

い

奉
行
に
照
会
の
労
を
と

っ
て
い
る
。
古
梅
園

の
努
力

の
甲
斐
が
あ

っ
て
、
嘉

永
元
年
の
暮
れ
に
は
、
新
し
い
製
法
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
か
れ
は
大

和
の
物
産

の
進
歩
を
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

ま
た
聖
謨

は
奈
良

の
与
力
に
つ
い
て
、
こ
こ
の
与
力

は
奉
行
所
を
わ
が
家

の
よ
う
に
思
い
、
夕
涼
み
に
は
涼
み
台
を
門
前
に
出
し
て
浴
衣
が
け
で
涼
ん

で
い
る
と
か
、
奉
行
所

の
普
請

の
見
回
り
に
は
木
綿
の
ど
て
ら
に
大
小
を
差

し
て
い
る
と
か
、
奉
行
所

の
あ
き
地

へ
苗
木
を
植
え
て
朝
夕
そ
の
世
話
を
し

て
い
る
こ
と
な
ど
を
記
し
て
、
し
き
り
に
感
心
し
、

「
よ
く
よ
く
考
お
も

へ

は
、
奉
行
に
才
気
の
あ
る
人
少
し
て
世
話
を
や
か
ず
、
土
地
質
朴
な
る
に
よ

り
て
古
風
の
存
し
居
る
也
」
と
い
い
、

「
こ
こ
に
深
く
味
あ
る
こ
と
か
と
お

も
ふ
な
り
」
と
も
述
べ
て
い
る

(張
檸
酳
靴
孀
胙
)。
幕
末

の
あ
わ
た
だ
し
さ
の
な

か
に
も
奉
行
所
の
平
穏
な
姿
と
奈
良
の
気
風
が
目
に
う
か
ぶ
。

こ
の
こ
ろ
、
奉
行
所
の
与
力
同
心
た
ち
は
四
～
五
年

に

一
度
、
法
蓮
村
で

狼
烟

(花
火
)

を
あ
げ
る
行
事
を
お
こ
な

っ
て
い
た
。

そ
の
夜
は
ま
る
で
祭

礼
の
よ
う
で
、
町
の
人
た
ち
も
ず

い
分
集
ま
り
、
与
力

の
妻
な
ど
は
衣
類
を

新
調
し
て
見
物
に
行
く
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
。

嘉
永
二
年

(穴
四九)

九
月
十
九
日
に
こ
れ
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
夜
は
三
条
通
り
の
村

々
の
畑

の

か
が
り
び

中
に
多
く
の
篝
火
を
た
い
て

一
里
四
方
に
星
を
つ
ら
ね
た
よ
う
で
あ

っ
た
と
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い
い
、

法
華
寺
で
は
舞
楽
が

あ

っ
て
笙
鼓

の
音
が
聞

こ
え
、

野
原
で
は
町

民
た
ち
は
弁
当
を
食
べ
、
酒
を
飲
み
歌
い
舞
う
と
い
う
さ
ま
で
、
奉
行
聖
謨

は

「今
日
な
ら
中
の
酒

は
よ
ほ
ど
う

れ
た
る
べ
し
」

な
ど
と
記
し
て
い
る

(紘
騨
椨
)。

奉
行
所
と
町
民
が

一
体
に
な

っ
て
の
楽
し
み
で
あ

っ
た
よ
う
で
、

こ
こ
に
も
幕
末
奈
良
の

一
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

聖
謨
が
嘉
永
四
年

(天
五
一)
、
奈
良
の
地
を
去
る
と
き
、
町
民
は
あ
げ
て
別

離
を
惜
し
み
、
町
々
か
ら
奈
良
晒

一
疋

(
二
反
)
ず
つ
が
餞
別
と
し
て
贈
ら
れ

s

　

た
。
と
こ
ろ
が
聖
謨
は
町
名
を
し
る
し
た
熨
斗
紙
だ
け
を
受
け
と
り
品
物
を

返
し
た
の
で
、
町
民
た
ち
は
春
日
社
に
聖
謨

の
武
運
長
久
を
祈
る
石
灯
籠
を

奉
納
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
嘉
永
四
年
六
月
十
日
の
出
発
の
日
に
、聖
謨

は
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
を
聞

い
て
い
る
。「奈
良
市
中
よ
り
山
城
境
ま
で
見
送

の
も
の
充
満
し
」
と
あ
る
ほ
ど
、多
く
の
人
が
木
津
川

の
渡
し
ま
で
見
送

っ
て

惜
別
の
情
を
示
し
、
さ
ら
に
草
津
ま
で
も
送

っ
た
人
が
あ

っ
た
と
い
う
。
奈

良
西
新
屋
町
の
隅
屋
四
郎
五
郎
は
、
九
三
歳

の
長
寿
を
重
ね
得
た
こ
と
は
年

々
の
手
当
て
を
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
あ
る
と
、
謝
恩

の

一
札
を
届
け
た
。

か
れ
は
、
奈
良
奉
行
の
あ
と
大
坂
町
奉
行
を
経
て
勘
定
奉
行
兼
海
防
掛

に

す
す
み
、
民
政

・
外
交
に
活
躍
し
た
。
露
国
使
節
.フ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
交
渉

に
あ
た
り
、
日
露
和
親
条
約

の
締
結
に
力
を
尽
く
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
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て
い
る
。
聖
謨
は
維
新

の
戊
辰
戦
争
で
江
戸
開
城
が
き
ま

っ
た
お
り
、
み
ず
か
ら
命
を
断

っ
た
の
で
あ
る
。
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町
民
生
活
の
諸
相

幕
末
に
ま
と
め
ら
れ
た

「奈
良
町
公
役
之
其
外
聞
書
之
覚
」

(翫
羅
劔
)
に
よ
る
と
、

商
工
業
者
に
つ
い
て
書
き
と

め
て
い
る
な
か
に
旅
籠
屋
に
つ
い
て
も
記
載
が
あ
り
、
奈
良
町
で
従
来

の
も

の
九
三
人
、
新
規
二
二
人
を
あ
げ
て

い
る
。
旅
籠
屋

は
こ
れ
ま
で
か
ら
客
を
引
き
受
け
る
に
つ
い
て
、

互
い
に
営
業

が
順
調
に
運
ぶ
よ
う

に
そ
れ
ぞ
れ
持

口
を
定
め
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、

樽
井
町
の
旅
籠
屋

は
大
坂
街
道
筋

の
客
を
、

今
小
路
町
の
旅
籠
屋

は
京
街
道
と
伊
賀
越
え

八
幡
街
道
か
ら
の
旅
客

を
、
猿
沢
池
南

の
今
御
門
町
の
旅
籠
屋
は
伊
勢

・
初
瀬
街
道
筋
か
ら
の
旅
客
を
も

っ
ぱ
ら
持
口
と
し
、
各
町
の
旅
籠
屋
は
互
い
の
持

口

か
ご
か
き

を
尊
重
し
、
約
束
以
外

の
街
道

の
駅

々
村

々
の
旅
籠
屋
や
駕

舁

・
馬
子

・
水
茶
屋
な
ど
に
頼
ん
で
、
旅
客
を
招
き

よ
せ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
と
の
定
め
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
天
保

の
改
革
で
諸
株
取
放
ち
が
命
じ
ら
れ
て
の
ち
、
旅
宿
え
ら
び
は
旅
人
の
随
意

に
ま
か
せ
、
旅
籠
屋
は
銘

々
軒
下
限

り
の
勧
誘
に
と
ど
め
る
よ
う
に
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
旅
人
は
三
条
通
り
に
面
し
た
樽
井
町
で
の
宿
泊
が
多
く
な
り
、

今
御
門
町
で
の
宿
泊
が
減
少
し
て
き
た
。

こ
れ
は
、

樽
井
町
側
が
さ
き

の
約
束
に
反
し
て
、

伊
勢
か
ら
初
瀬

へ
の
道
筋
の
旅
籠
屋
と

「旅
籠
屋
株
同
様
之
儀
相
企
組
合
を
極

メ
」
(
「南
都
ヨ
リ
今
御
門
町
相
手
取
返
答
書
、
願
書
并
二
御

裏
印
出
入
中
写
取
」
明

日
香
村
岡
、
嶋
田
英
隆
氏
蔵
)た
う
え
で
時
々
会
合
し
、
今
御
門
町
を
通
行
す
る

は
ず

の
旅
人
を
樽
井
町

へ
導
く
よ
う
に
画
策
し
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
、

今
御
門
町
側
で
は
、

弘
化
元
年

(穴
圀
)
に
こ
の
こ
と
を
奉

行
所

へ
訴
え
出
た
。
こ
の
と
き
は
い

っ
た
ん
和
解
が
成
立
し
た
が
、
翌
年
二
月
再
び
訴
訟
問
題
と
な
り
、
実
意
の
あ
る
話
し
合
い
で
和

談
が
調

っ
た
。

旅

籠

屋

の

争

論
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そ
の
の
ち

一
両
年
は
何
事
も
な
か

っ
た
が
、
ま
た
ま
た
初
瀬
街
道
筋
と
樽
井
町
の
旅
籠
屋
が
組
合
を
つ
く
り
今
御
門
町
側
を
圧
迫
し

た

の
で
、今
御
門
町
の
旅
籠
屋
は
嘉
永
三
年

(天
吾
)
に
奉
行
川
路
聖
謨

に
訴
え
、
結
局

は
、
な
が
く
水
魚

の
交
わ
り
を
と
示
談
で
お
さ

ま

っ
た
。
し
か
し
、
こ
ん
ど
は
初
瀬
街
道
筋
の
旅
籠
屋
た
ち
が
、
郡
山
を
は
じ
め
伊
勢
松
坂

・
大
坂

・
紀
州

の
旅
籠
屋
を
も
語
ら
い
規

定
書
ま
で
設
け
て
、

安
政
二
年

(一八五五
)
四
月
に
は
初
瀬
村

の
紀
国
屋
万
助
宅
に
集
ま

っ
て
講
名
を
つ
け
た
り
隠

し
目
印
な
ど
を
つ
く

っ
た
り
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
松
坂
や
河
内
の
三
日
市

・
紀
伊
見
峠
の
宿
屋
に
ま
で
送

っ
て
旅
人
に
さ
ぽ
き
、
名
前
を
書

い
た
旅
籠
以

外

に
は
宿
泊
し
な
い
よ
う
に
と
触
れ
こ
み
、
ま
た
京
街
道
筋

の
旅
籠
屋
や
新
し
い
旅
籠
屋
ま
で
も
仲
間
に
引
ぎ
入
れ
て
い
る
こ
と
も
判

明

し
た
。
そ
こ
で
今
御
門
町
か
ら
こ
れ
に
抗
議
し

「
旅
人
随
意

二
休
泊
為
レ致
相
互

二
睦
敷
渡
世
承
続
」
(翻
掲
)と

誓
約
す
る
と
こ
ろ
と

な

っ
た
。

こ
の
和
談
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
樽
井
町
側
は
や
が

て
こ
れ
に
そ
む
き
、
判
取
帳
や
絵
図
面
に
よ

っ
て
初
瀬
方
面

か
ら
奈
良

へ
の
旅
人

に
対
し
、
丹
波
市
か
ら
郡
山

へ
出
て
薬
師
寺

・
唐
招
提
寺

・
尼
辻
を
経
て
奈
良
西
口
に
達
す
る
の
が
順
路

の
よ
う

に
教
え
、
ま
た
南
口

く
ぬ
ぎ

の
椚
町
か
ら
奈
良

へ
入
る
旅
人
に
は
、
中
辻
町
か
ら
西

へ
向
き
を
変
え
て
橋
本
町

・
樽
井
町
に
達
す
る
よ
う
に
案
内
し
た
。
そ
こ
で
同

年

七
月
に
今
御
門
町
旅
籠
屋
惣
代
は
奉
行
戸
田
能
登
守
に
訴
え
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
も
話
し
合

い
に
よ

っ
て
解
決
す
る
方
向
に
む
か

い
、
十

一
月
に
は
訴
え
も
取
下
げ
ら
れ
た
。

こ
の
お
り
の
和
解
条
件
は
、
当
国
は
も
ち
ろ
ん
諸
国

一
円
の
旅
籠
屋
と
も
提
携
し
て
指
図
合
わ
せ
し
な
い
こ
と
、
旅
人
に
指
図
を
送

り
み
だ
り
に
難
題
を
も
ち
か
け
な
い
こ
と
、
判
取
帳
を
渡
さ
な
い
こ
と
、
灯
籠
講

・
浪
花
講

の
講
名
を
名
の
ら
せ
、
そ
の
看
板
を
目
当

あ
ん
ど
ん

て
に
宿
泊
す
る
よ
う
働
き
か
け
な
い
こ
と
、
偽
り
の
看
板
や
行
灯
を
か
か
げ
て
旅
人
を
ひ
き
と
め
欺
か
な
い
こ
と
、
当
地

の
旅
籠
屋
か

ら
在
方

へ
宿
引
き
に
赴
か
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
件
に
そ
む
い
た
場
合
は
休
職
そ
の
他

の
罰
則
が
あ
る
こ
と
な
ど

で
あ

っ
た
。
こ
う
し

て

一
〇
年
あ
ま
り
の
紛
争
も
よ
う
や
く
解
決
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
旅
籠
屋
問
の
紛
糾
の
ほ
か
に
、
奈
良
遊
覧

の
旅
人
に
対
す
る
名
所
案
内
者

の
非
法
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
嘉
永
元
年

(穴
突
)
の
こ
ろ
、

奈
良
で
は
名
所

の
案
内
を
し
て
暮
ら
す
人
が
七
〇
人
あ
ま
り
お
り
、
旅
人
の
不
行
儀
を
な
じ

っ
た
り
、

案
内
に
た

ぜ
に

む
さ
ぼ

つ
こ
と
を
旅
人
に
強
要
し
て
銭
を
貪
る
と
い
う
よ
う
な
悪
習
が
あ

っ
た
の
で
、川
路
聖
謨
が
そ
の
頭
取
を
呼
び
だ
し
、糾
明
の
う
え
旅
人

へ
の
無
理
強
い
を
正
し
た
こ
と
が
、
そ
の
日
記

『寧
府
紀
事
』

(蠕
憾
就
畔
姻
貍

に
書
か
れ
て
い
る
。
遊
覧
都
市
化
し

つ
つ
あ

っ
た
奈
良
の

も
つ
課
題
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

幕
末

に
な
る
と
幕
府
や
諸
藩
は
財
政

の
困
窮
化
に
苦
し
み
、
種

々
の
手
段
に
よ
っ
て
こ
れ
を
乗
り
切
ろ
う
と
企
て

た
。
産
物
会
所
(飼
嘩

の
設
置
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
幕
府
や
藩
が
物
産
を
移
出
し
て
独
占
的
に
販
売

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
の
物
産
を
購
入
し
、
流
通
過
程
を
掌
握
し
て
利
潤

の
収
納
を
は
か
り
、
財
政
の
建

て
直

し
を
め
ざ
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
幕
府
や
藩
は
領
内

の
特
権
商
人
や
有
力
な
町
民

の
力
を
頼
み
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
応
じ
る
に
は
、

そ
の
地
方
が
物
産

に
富
み
、
町
民
も
成
長
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
町
民
の
活
動
が
奈
良
に
お

い
て
も
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

さ
て
幕
府
は
、
蝦
夷
地
(齔
海
)の
産
物
販
売

の
直
営
機
関
と
し
て
、
幕
末
に
箱
館
産
物
会
所
を
設
け
、
そ
の
利
潤
を
蝦
夷
地
の
開
発
や

防
備
の
資
金
に
あ
て
よ
う
と
考
え
た
。
江
戸
や
京
都

・
大
坂

・
堺

・
兵
庫

・
敦
賀
な
ど
に
会
所
が
設
け
ら
れ
て
、
蝦
夷
地
産
物

の
入
札

売
捌
き
と
と
も
に
、
産
物
元
仕
入
れ
金

の
募
集
に
あ
た
っ
て
い
る
。

泉
州
堺

に
お
か
れ
た
箱
館
産
物
会
所
で
は
、
箱
館
奉
行
支
配
定
役
と
し
て
木
村
勝
右
衛
門
が
運
営
の
責
任
者
と
な
り
、
堺
町
奉
行
所

の
与
力
や
同
心
か
ら
も
箱
館
方
掛
り
が
え
ら
ば
れ
て
い
る
。

奈
良
奉
行
所
で
は
与
力
の
羽
田
半
之
丞
、

同
心
の
青
木
忠
兵
衛

・
村
田
耕
作
が
箱
館
方
掛
り
を
受
け
持

っ
た
。

慶
応
元
年

(
一八六五)

五
月
、
羽
田
半
之
丞
は
奈
良
油
留
木
町
の
か
せ
や
治
助

・
北
魚
屋
西
町

の
米
屋
庄
蔵
に
働
き
か
け
て
、
ま
ず
両
人
を
堺

の
箱
館
奉
行
支

町

民

と

産

物

会

所
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配
定
役
の
木
村
勝
右
衛
門

の
許

に
出
向
か
せ
、
産
物
会
所

の
働
き
や
蝦
夷
地
開
国
御
用
途
の
元
仕
入
れ
金
募
集

の
方
策
な
ど
に
つ
い
て

指
示
を
う
け
さ
せ
た
。

つ
い
で
東
城
戸
町
の
掛
屋
白
銀
屋
孫
作
と
池
之
町

の
紀
和
城
屋
寅
三
郎
に
も
相
談
を
掛
け
、
南
都
仮
御
用
談
所

を
設
け
て
い
る
。
白
銀
屋
孫
作
と
紀
和
城
屋
寅
三
郎
は
用
達
、
か
せ
や
治
助
と
米
屋
庄
蔵
は
仮
用
達
の
役
割
を
に
な

っ
た
。

南
都
仮
御
用
談
所
は
、
さ

っ
そ
く

「蝦
夷
箱
館
産
物
元
仕
入
金
仮
仕
法
書
」
(樋
鰄
敵
)
を
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
東
西
蝦
夷
地
産

物
元
仕
入
仕
法
は
、
蝦
夷
地
で
働
く
入
た
ち
を
援
助
す
る
た
め
の
仕
法
で
、
漁
業
場
所
や
人
物

の
た
し
か
な
受
負
人
を
選
ん
で
三
な
い

し
四
人
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
の
う
え
漁
業
取
揚
高
を
取
り
き
め
て
資
金
を
貸
し
つ
け
、
海
産
物
で
返
納
し
て
も
ら
う
手
は
ず
に
な

っ
て

い
る
こ
と
、
元
仕
入
れ
金
は
堺
産
物
会
所

へ
差
し
出
し
た
月
か
ら
蝦
夷
地
よ
り
の
荷
物
到
着

の
月
ま
で
十
二
か
月

で
あ
れ
ば
、
年
八
朱

の
利
足
と
し
、
十
三
か
月
目
か
ら
は
年

一
割

の
利
足
と
し
て
勘
定
す
る
積
も
り
で
荷
物
を
売
り
捌
き
、
元
利
と
も
出
資
者
に
支
払
う
仕

法
で
あ
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

南
都
仮
御
用
談
所
で
は
、
か
ね
て
か
ら
奈
良
町
に
居
住
し
、
金
銀
融
通

の
こ
と
で
手
広
く
周
旋
し
て
信
用
を
得

て
い
る
紀
州
藩

の
御

貸
附
方
役
人
橋
本
丈
右
衛
門
に
も
相
談
し
、
奈
良
町
は
も
と
よ
り
諸
方
の
富
裕
な
人
々
に
働
き
か
け
る
な
ら
ば
元
仕
入
れ
金

の
出
資
に

応
じ
る
者
は
多
い
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
元
仕
入
れ
金
は
毎
年
春
秋

の
二
度
に
わ
た

っ
て
徴
集
す
る
手
は
ず

で
あ

っ
た
。
蝦
夷
地

し
め
か
す

の
産
物
は
鰊
や
鰯

の
ノ
粕
類
が
多
く
入
荷
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
品
柄
が
良
い
う
え
に
値
段
も
安

い
と
あ
れ
ば
国
益
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
も
大
き
い
と
、
堺

の
箱
館
産
物
会
所
は
し
き
り
に
元
仕
入
れ
金
の
出
資
を
督
促
し
た
の
で
あ

っ
た
。

南
都
仮
御
用
談
所

の
用
達
白
銀
屋
孫
作

・
紀
和
城
屋
寅
三
郎
、
仮
用
達

の
か
せ
や
治
助

・
米
屋
庄
蔵

の
四
人
は
、
慶
応
元
年
五
月
か

ら
九
月
に
か
け
て
奈
良
町
は
も
と
よ
り
大
和

の
町
や
村
を
か
け
め
ぐ

っ
て
、
や

っ
と
の
こ
と
で
四
〇
〇
〇
両
を
集

め
て
堺

の
会
所
に
届

け
た
。
と
こ
ろ
が
翌
二
年
は
蝦
夷
地
か
ら
の
船
は
到
着
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
堺
か
ら
は
奈
良
奉
行
所
を
経
て
さ
ら
に
出
金
を
促
し
て

き
た
の
で
、
止
む
な
く
四
人
は
町
や
村
を
か
け
め
ぐ
り
、

一
〇
〇
〇
両
を
集
め
て
堺
の
会
所
に
届
け
て
い
る
。
よ
う
や
く
慶
応
三
年
六
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月
に
な

っ
て
、
最
初
に
届
け
た
四
〇
〇
〇
両
に
対
し
て
、
元
利
金
と
し
て
二
四
五
六
両
余
を
堺
会
所
か
ら
受
け
取
り
、
出
資

の
金
高

に

応
じ
て
売
徳
金
や
用
達
ら
の
周
旋
手
当
料
を
分
配
し
た
の
だ
が
、
そ

の
後
は
も
く
ろ
み
通
り
事
は
運
ぽ
ず
、
や
が

て
世
情

一
変

の
明
治

維
新
を
迎
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
薩
摩
藩
は
大
坂
に
つ
い
で
大
和
国
葛
下
郡
高
田
村
に

国
産
会
所
を
置
こ
う
と
し
、

元
治
元
年

(
丕
ハ四)
ご
ろ
か
ら
交
渉
が

進
め
ら
れ
、
慶
応
三
年

(天
六七)
に
そ
の
話
が
ま
と
ま

っ
た
。

高
田
村
が
そ
の
地
に
え
ら
ば
れ
た
の
は
、

衝
に
当
た

っ
た
薩
摩
藩

の
石

河
正
竜
(御
庭
奉
行
、
洋
式
機
械

紡
績
所
の
建
設
に
尽
力
)
・
武
二
郎

の
兄
弟
が
大
和
国
高
市
郡
出
身
で
、
そ

の
郷
里
に
近
か
っ
た
と
い
う
事
情
の
ほ
か
に
、

高
田
地
方

が
大
和
絣
の
産
地
で
あ
り
商
人
も
富
裕
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
で
、
奈
良
の
商
人
で
あ
る
岡
村
左

衛
門
と
辻
川
半
兵
衛
が
こ
れ
に
参
画
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
流
通
さ
せ
る
藩

の
銀
札

の
発
行
に
あ

た

っ
て
、
米
屋
で
あ

っ
た
辻
川
半
兵
衛
が
札
元
に
な
り
、
札
場
を
奈
良

に
置

い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
南
都

の
町
民

の
富
力
と
活
躍
を
思
わ
せ
る
。

中
辻
町
に
は
和
歌
山
藩

の
南
都
紀
州
御
用
所
が
置
か
れ
た
。
紀
州
屋
敷
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
御
用
所
は
川
路
聖
謨

の

『寧
府
紀
事
』
に
み
え
る

「
紀
州
御
用
金
懸
り
の
役

所
」
と
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
同
紀
事
に
は
、
和
歌
山
藩
は
国
産
も
多
い
で
あ
ろ
う
に
近
来
葵
紋
の
威
力
に
よ

っ
て
貸
し
付

け
を
は
じ
め
た
と
記
し
て
い
る
(嘉
永
元

年
四
月
)。

同
藩
が
銀
札
を
大
和

・
河
内

・
和
泉

・
摂
津

・
播
磨
の
五
か

国
で
発
行
し
て
い
る
か
ら
(臨
湎
昿
礁
艶
飜
)、

こ
れ
に
よ

っ
て
貸
し
付
け
を
お
こ
な
い
藩
財
政
を
潤
す
政
策

た
か

ま

を
と

っ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
引
替
場
所
は
奈
良
高
天
町
と
大
坂
高
麗
橋

・
堺
甲
斐
町
と
あ
る

か
ら
、
奈
良
町
民

の
富
力
に
期
待
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
南
都
紀
州
御
用
所
は
、
和
歌
山
藩

の
国
産
品
仕
入
れ
銀
調
達
の
役
割
を
に
な

っ
て
い
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た
。

「
紀
州
屋
敷
江
出
銀

南
都
御
役
所

へ
願
書
出
」
(翫
麒
鸚
激
甦

に
は
、

士昂
氷
三
年

(天
琶
)
八
月
以
降
、

銀
三
貫
目
あ
る
い
は
六
貫

(匁
)

五
〇
〇
目
な
ど
と
銀
高
に
高
下
は
あ
る
が
、
仕
入
方
役
所

の
仕
入
れ
銀
と
し
て
調
達
し
た
借
用
銀
覚

の
写
し
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
利

足

は
お
お
む
ね
月
七
朱
半
の
約
束
で

「若
山
藩
江
貸
上
ヶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永

・
安
政

の
こ
ろ
、
こ
の
南
都
紀
州
御
用
所

の
用

務
を
取
り
扱

っ
た
の
は
、
星
野
喜
市

・
笠
野
又
助

・
廣
瀬
善
左
衛
門
で
あ
り
、
文
久
か
ら
慶
応
年
間
に
か
け
て
は
、
先
に
述
べ
た
箱
館

産
物
会
所
の
た
め
の
南
都
仮
御
用
談
所
の
相
談

に
応
じ
た
橋
本
丈
右
衛
門

の
ほ
か
に
、
狭
川
幡
左
衛
門

・
瀬
戸
甚

三
郎
ら

の
名
が
見
え

る
。
す
べ
て
小
嶋
屋
伊
市
郎
あ
て
の
借
用
覚

に
な

っ
て
い
る
。
奈
良
町
民
を
頼
み
に
し
て
資
金
を
集
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の

御
用
所
は
、
明
治
四
年

(
天
七
一)
の
廃
藩
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

奈
良
は
寺
社
も
多
く
、

そ
の
祭
礼
や
開
帳
な
ど
の
催
し
に
は
賑
わ
い
を
み
せ
、

四
季
折

々
の
風
情
と
あ

い
ま

っ

町

の

娯

楽

て
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
た
。
生
活
暦
と
も
い
え
る
数

々
の
年
中
行
事
は
、
町
民
の
負
担
増
を
と
も
な
う
も
の
で
は

あ

っ
た
が
、
暮
ら
し
に
安
ら
ぎ
を
与
え
た
に
違

い
な
い
。
と
き

に
催
さ
れ
る
市
中
で
の
興
行
も
そ
の
一
つ
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

天
保
十
五
年
(磁
酷
翫
墜
六
月
の
こ
と
、
水
門
村

の
伝
兵
衛
と
い
う
者
が
、
今
御
門
町
の
与
兵
衛
の
借
家
を
借
り
受
け
、
同
月

の
六
日
か

は
な
し

ら
十
日
ま
で
の
五
日
間
、
唱
も
の
入
咄
興
行
を
し
た
い
と
願
い
出
た
。
鳴
物
は
太
鼓

・
三
味
線

・
鐘

・
笛
な
ど
で
こ
れ
を
伴
奏
と
し
、

咄

の
な
か
で
は
早
が
わ
り
な
ど
も
加
え
る
と
い
う
趣
向
で
あ

っ
た
。
今
御
門
町
の
借
家
は
、
か
ね
て
か
ら
寄
せ
場
と
し
て
取
り
つ
く
ろ

い
、
舞
台
と
上
下
の
桟
敷
を
設
け
て
い
て
、
芝
居
の
舞
台
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
花
道
が
な
い
と

い
う
程
度
で
あ

っ
た
。
こ
の
願
い
に
つ

(
て
は
)

ま
ぎ

ら
わ
し
く

い
て
は
、
拍
子
木
の
ほ
か
鳴
物
の

一
、二
は
よ
い
と
し
て
も

「鳴
物
増
長
い
た
し
候
而
者
、

芝
居

二
紛
敷
相
成
不
レ
宜
」
(羅

覦
廾

鰓
瀦
)
と
し
て
、
そ
の
他
の
鳴
物
は
止
め
る
こ
と
を
条
件

に
奉
行
所
か
ら
の
許
し
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。
町
民

の
娯
楽
の

一
斑
が
う
か
が

え

る
。

弘
化
四
年

(
天
四七
)
三
月
二
十
三
日
に
は
大
仏
の
開
帳
が
あ
り
、
日
笠
が
す
り
合
う
ほ
ど
の
賑
わ
い
を
み
せ
、
一
日
に
五
万
人
の
人
出
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で
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
こ
の
年
五
月
二
十
二
日
に
は
、
東
大
寺
境
内
で
竹
沢
の
こ
ま
回
し
が
あ
り
、
笛
鼓
を
用

い
た
江
戸
流

の
囃
子

が
珍
し
が
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ

に
翌
嘉
永
元
年

(穴
四八)
の
八
月
の
末
か
ら
九
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
、

興
福
寺

で
相
撲
が
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
大
変
な
繁
盛
で
見
物
人
は

一
万
人
ぽ
か
り
も
出
て
、
遅
れ
た
者
は
み
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
う
し

(笑
い
)

た
興
行
が

い
つ
も
許
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、
弘
化
四
年

(
一八四七
)
に
極
楽
院
が
わ
ら
ひ
を
開
悵
し
て
人
を
集
め
よ
う
と

し
て
許
可
さ
れ
な
か

っ
た
例
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か

「西
大
寺
日
記
」
を
み
る
と
、
同
寺

の
末
寺

に
な

っ
て
い
た
極
楽
院
で
は
、
安
政
四

年

(穴
五七)
に
相
撲
が
興
行
さ
れ
て
い
る
し
、
小
塔
院
で
は
、

こ
の
ご
ろ
曲
馬
や
相
撲

・
古
噺
や
浄
瑠
璃
な
ど
、

人
寄

せ
が
し
ぼ
し
ぽ

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
事
仏
事
を
は
じ
め
諸
興
行

の
ほ
か
に
講
の
あ
つ
ま
り
な
ど
も
あ

っ
て
、
そ
れ
ら

へ
の
参
加
が
暮
ら
し
の
重
要
な

一
側
面
を
な
し
、
幕
末
よ
う
や
く
騒
然
と
し
て
き
た
な
か
に
も
安
ら
ぎ
を
町
の
人

々
に
与
え
て
い
た
と

い
え
る
。

さ
て
町
民
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
考
え
る
ば
あ
い
、
や
は
り
種

々
の
出
費
が
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
幕
末
に
通
常

か

さ

む

出

費

町
掛
り
と
し
て
か
け
ら
れ
た
の
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
年
初
め
や
八
朔
(弧
朗
)に
は
、
奈
良
町
の
惣
年

寄
が
江
戸

に
行
き
、将
軍
家
や
幕
閣
の
要
人
に
御
礼
を
述
べ
る
こ
と
を
定
式
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
い
わ
ゆ
る
南
都
名
産
の
晒
布
を

進
上
し
て
い
る
。
天
保
三
年

(穴
三二)
の
ば
あ
い
、
年
頭
御
礼
の
た
め
惣
年
寄

二
人
が
出
府
し
た
と
き

に
は
、
入
用
銀
五
貫
六
四
八
匁
、

八
朔
御
礼
の
た
め
惣
年
寄

一
人
が
出
府

に
要
し
た
費
用
は
二
貫
五
〇
〇
匁
、
晒
布
代
四
貫
八
二
二
匁
(翻
瓧
唖
黼
珊
切
眠
献
二
墾
%
璽
嶼

)、

ほ

　

　

か
に
熨
斗
水
引
代
三
匁
二
分
が
入
用
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
奈
良
奉
行
所

へ
も
晒
布
を
進
上
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
薪
能
入
用
、
鹿
角
伐
入
用
、
春
日
若
宮
祭
礼
松
之
下
御
旅
所
入
用
、
大
坂
御
目
付
来
寧

の
と
き

の
宿
坊
入
用
、
触
書
を

和
州

一
五
郡

へ
送
達
す
る
費
用
、
役
所
の
修
復
入
用
、
宗
旨

.
浪
人

.
鉄
砲
改
め
の
入
用
、
町
代
部
室
入
用
、
町
代
五
人
給
米
代
銀
入

用
、
手
伝
の
給
銀
、
出
火
時
の
鳶
人
足
馳
付
入
用
、
諸
役
人

・
代
官

・
手
付

・
手
代
家
来

・
与
力

・
同
心
な
ど

の
付
出
人
足
賃
入
用
、
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第五章 幕末の奈良

表86町 掛 り請 取 状 況

麟14帯 秀3年[摩膂3年li蓋 貨14孵 沓3年1摩膂3年
匁 匁 匁 匁 匁 匁

中 筋 町 45.51 128.33 970.88 芝 辻 町 5.18 14.56 110.60

東 向北 町 32.19 90.77 686.72 北 市 町 27.69 78.00 590.07

西御 門 町 44.66 16.00 953.52 菖蒲 池町 4.07 11.44 86.90

小 西 町 37.73 106.45 805.56 内侍 原町 25.56 72.00 544.68

東 向中 町 43.89 ユ23.83 937.08 坊屋 敷町 29.82 84.00 635.46

東 向南 町 53.13 149.90 1,134.36 大豆 山町 13.84 39.00 295.03

橋 本 町 62.56 177.14 1,341.30 大豆山突抜町 4.61 13.00 98.34

樽 井 町 X7.84 025.28 242.08 花 芝 町 18.87 53.21 402.56

元林 院 町 X12.74 n43.08 393.38 宿 院 町 4.97 14.00 105.91

今 御門 町 35.52 100.16 757.76 鍋 屋 町 40.94 122.82 1,089.28

池 之 町 x10.29 033.18 317.73 油留 木町 39.96 112.68 852.48

鶴 福院 町 X24.47 074.52 651.20 押 上 町 51.06 143.98 1,089.28

不審辻子町 X8.57 07.65 264.77 今小 路町 50.50 142.41 1,077.44

南 市 町 43.ユ2 121.66 520.64 手 貝 町 39.40 111.11 840,64

餅 飯殿 町 73.60 208.40 1,578.00 今在 家 町 30.53 86.00 650.59

椿 井 町 77.28 218.82 1,656.90 興善 院町 2.22 6.24 47.36

角 振 町 75.44 213.61 1,617.45 北御 門 町 11.10 31.20 236.80

角振新屋町 38.64 109.41 828.45 野 田 町 2.77 7.80 59.20

上 三条 町 49.68 140.67 1,065.15 西手 貝 町 6ユO 17.16 130.24

本 子守 町 X14.21 045.82 438.77 北法 蓮 町 6.10 17.16 130.24

小 川 町 X13.72 044.24 423.64 南 法蓮 町 4.44 12.4 94.72

寺 町 X20.58 △66.36 635.46 円慶屋 敷 4.99 14.04 106.56

奥子守 町 ※4.50 016.74 213.30 東新在家町 3.33 9.36 71.40

北 向 町 X4.50 018.60 237.00 西新在家町 4.99 14.04 106.56

下三 条町 X43.56 0133.45 1,117.92 北 小路 町 5.55 15.60 118.40

油坂地方町 1.48 4.16 31.60 船 橋 町 4.99 14.04 106.56

今辻 子町 X33.82 0102.98 651.20 北市北方町 6.10 17.16 130.24

百万辻子町 1.11 3.12 937.80 北魚屋西町 5.55 12.48 94.72

林 小路町 X38.28 0113.82 151.30 南半田西町 7.21 20.28 153.92

漢 国 町 X5.14 n16.59 151.30 南半田中町 .. 10.92 ,,

高 天 町 33.52 100.16 734.08 南半田東町 4.99 14.04 ユ06.56

高 天市 町 27.75 78.25 592.00 半 田横町 4.99 14.04 106.56

高天市百姓方 18.46 52.00 393.38 計 1,553.20 4,465.96
34,

855.00
油 坂 町 23.43 66.00 491.72

坂 新屋 町 9.99
..
.1. 213.30

注 ※ 祭礼入用除 △ 薪御能入用除

奥 芝 町 4.44 12.48 94.80
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表87 町 代 部 屋 入 用 明 細 表

嘉永2年 ・2月田 一嘉永3年5月3・ 司 慶応3年6月1日 一慶応4年4月19日

匁厚紙
ユ9帖代49.4

(1帖2匁6分)

厚 紙 帳 簿2冊 表 紙綴 賃 共3.8

上 半 紙75帖 代52.5
(1鰭7分)

並 半 紙27帖 代13.5
(1帖5分)

柳 川 半 切 紙4,000枚 代65.8
(1,000枚16匁4分5厘)

漉 直 紙 半 切 紙700枚 代7.0
(LOOO枚10匁)

三 好 杉 原 半 帖 代1.3

美 濃 紙2帖 代3.8
(1帖1匁9分)

筆25対 代7.5
(1対3分)

墨5挺 代2.25
(1挺4分5厘)

朱 墨2挺 代2.0
(1挺1匁)

蝋 燭代3.5

煙 炭133貫 代86.45
(10貫目6匁5分)

煙 炭22俵 切 賃1.98
(1俵9厘)

火 入式 代0.7

印 肉代0.5

計301.98

匁厚 紙
25帖 代275

(1中占11匁)

厚 紙 帳2冊 表 紙 綴 賃78

宇 陀 紙10帖 代125
(1中占12匁5う})

宇 陀 紙5帖 綴 長 帳 表 紙綴 賃 共76.5

上 半 紙75帖
(1帖5匁)

並 半 紙135帖
(1帖3匁5分)

柳 川半 切6,500枚
(LOOO枚60匁)

漉 直 し600枚

美濃 紙3帖 代
(1帖15匁)

筆25対 代
(1対1匁)

墨7挺 代(
1挺2匁)

朱 墨1挺 代

蝋 燭 代

煙 炭125貫 代
(10貫日60匁)

煙 炭20俵 切 賃
(1俵1分9厘)

印肉 代

計

375

472.5

390

161

45

25

14

3

230

750

3.8

5
貫

3,028.8

注 前年よりも6分5厘 減 注144匁8分1厘 減

高
札

・
火

の
見
櫓
な
ど
の
建
替

・
修

復
入
用
、
さ
ら
に
役
人

・
代
官

・
手

代

・
奉
行
寺
社
巡
見

の
際

の
付
出
、

与
力

・
同
心
な
ど

の
付
出
人
足
賃
、

若
草
山
芝
焼
入
用
な
ど
が
か
け
ら
れ

る
わ
け
で
、
折

々
の
臨
時
の
費
用
も

含
め
、
毎
月
の
町
掛
目
録
は
惣
年
寄

月
番
と
触
口
町
代
に
よ

っ
て
ま
と
め

ら
れ
た
。
町
掛
割
定
法
に
し
た
が

っ

て
出
金
が
催
促
さ
れ
る
。

ま
た
各
町
と
も
、
年
頭

・
八
朔
に

は
、
町
年
寄

・
月
行
事
が
奉
行
の
も

と

へ
御
礼
言
上
に
赴

い
て
、
銀
三
匁

な
い
し
四
匁
半
程
度

の
礼
銀
包
み
を

差
出
し
て
い
る
。
惣
年
寄
や
町
代

へ

も
同
様
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
町
内

限
り
の
入
用
銀
も
あ

っ
た

こ
と

か

ら
、
町
民
は
そ
れ
ぞ
れ
役
家
に
応
じ
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て
出
金
し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
物
価
騰
貴

の
実
情
を
知
る
た
め
に
、
町
代
で
あ
る
高
木
又
兵
衛
触

口
(殴
塒
)
の
町
掛
り
請
取
帳

に
よ

っ
て
ま
と
め
る
と
、、

表
86
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
文
化
十
四
年

(
一△
七
)
か
ら
嘉
永
三
年

(一八吾
)
ま
で
、
約
三
三
年
間
に
お
よ
そ

二

・
九
倍
、
そ
れ
が

慶
応
三
年

(穴
六七)
に
な
る
と
、

七

・
八
倍
と
な
り
、
文
化
十
四
年
か
ら
の
物
価
高
騰
は
実
に
約
二
二
倍
と
な

っ
て
い
る
。
滞
納
を
許

さ
れ
な
い
町
掛
り
を
支
出
す
る
町
民
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
町
代
が
町
政

の
た
め
に
必
要
と
す
る
諸
経
費
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が

い
え
る
。
約

一
八
年
間
で
、
経
費

は

一
〇
倍
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
の
物
価
を
知
る
う
え
で
も
興
味
が
あ
る
の
で

こ
れ
も
表
87
と
し
た
。川

路
聖
謨
は
、

奈
良
奉
行
に
な

っ
て

一
年
あ
ま
り
あ
と
の
弘
化
四
年

(天
四七)
二
月
に

「奈
良
江
来
り
地
震
か
と

嘉
永
の
大
地
震

思
ふ
こ
と

一
度
な
り
、
水
旱
損
な
く
、
地
震
少
な
く
、
火
事
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
わ
ず
か

一
年
間
の
感
想
に

す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
当
然
か
も
し
れ
な

い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
奈
良
は
災
害
の
少
な
い
方
で
あ
ろ
う
。

地
震
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
幕
末
の
奈
良
で
は
士昂
氷
七
年
(咳
瞰
鷺
醇
)六
月
の
大
地
震
が
特
記
さ
れ
よ
う
。
十
三
日
の
正
午
ご
ろ
と
午
後

二

時
ご
ろ
の
二
度
大
揺
れ
し
、
十
四
日
の
真
夜
中
と
翌
朝
に
も
ま
た
大
揺
れ
し
て
い
る
。
灯
火
は
消
え
屋
根
瓦
は
と
び
家
屋
の
倒
壊

は
ひ

ど
く
、
奈
良
町
中
で
六
〇
～
七
〇
人
の
死
者
が
出
た
う
え
、
傷

つ
い
た
人
は
数
知
れ
ず
と
い
う
惨
状
で
、

一
七
〇
人
ほ
ど
の
死
者
が
出

た
と
う
わ
さ
さ
れ
た
(蔚
麟

誕

)。
「井
上
町
中
年
代
記
」
は

一
八
〇
人
の
死
者
が
あ

っ
た
と
記
し
、
『
大
坂
地
震
記
』
に
は

「南
都

(分
)

し
か

八
部
通
潰
、
死
人
は
三
百
人
余
と
い
へ
ど
も
、
賍
と
不
二相
知
一、
死
人
は
勝
手
に
取
置
候
様
被
二仰
渡
一候
に
付
、
四
斗
樽

へ
入
仮
埋
致

候
」
と
あ
る
。
「南
都
六
丹
廿
日
出
書
状
写
」
で
は

「
市
中
は
勿
論
大
半
押
倒
、

凡
七
八
百
軒
押
に
打
れ
、

死
人
公
儀
書
上
二
百
八
十

四
人
、
怪
我
人
数
不
知
」
と
み
え
て
い
る
。
こ
の
地
震
で
、
元
興
寺

の
五
重
塔

の
一
重
目
の
瓦
は
残
ら
ず
落
ち
、
春
日
社
の
石
灯
籠
倒

壊
も
ひ
ど
か

っ
た
ら
し
い
。
地
震
は
六
月
二
十
三
日

・
二
十
四
日
に
も
お
こ

っ
て
い
る
。
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東

向

北

町

で

は
、

こ

の
大

地

震

で

町
会

所
が

大
破

し

た

の
で
、

町

内

の
寄

合

で
復

旧

の

こ
と

を

相

談

し

て

い
る

。
会

所

は
文

久

四
年

(元
治
元
年

一
八
六
四
)
に
完

成

し

た
が

、

普

請

の
費

用

は

二
貫

一
九

九

匁

一
分

を

要

し

て

い

る
。

こ

の
間

に
木

綿

屋
喜

助

・
和
泉

屋

庄

兵

衛

の
両

人

か

ら
銀

一
貫

目
ず

つ
を
、

一
〇

〇

匁

に

つ
き

一
か

月

に

一
匁

ず

つ

の
利

息

で
借

用

し
、

資

金

に
あ

て

て

い
る

(
『万
大
帳
』
東

向
北
町
有
文
書
)
。

嘉永7年(安 政元)6月14日 の大地震の被害を知 らせた瓦版

(中井完悦氏蔵)

安
政
二
年

(
天
五五)
十

一
月

十
入
日
の
地
震
も
ま
た
、

大
地
震
で
あ

っ
た
。

こ
の
日
夕
刻
、
西
方
で
大
筒
鉄
砲
の
よ
う
な
大
き
な
音
が

し
て
、
人

々
を
不
審

が
ら
せ
た
が
、

そ
れ

は
大
坂
が

津
波
に
襲

わ
れ
た
た
め

の
音
で
あ

っ
た
と
い

う
。
津
波
は
遠
く
松
前
地
方
を
も
襲

っ
て
い
た
の
で
、
そ

の
の
ち
、
松
前
産
の

に
し
ん

・
昆
布
な
ど
は
大
高
値
を
つ
け
た
と
い
わ
れ
る
(
「井
上
町
中
年
代
記

井
上
町
有
文
書

」
)。

さ
き
に
ま
と
め
て
述
べ
た
よ
う
に
、
元
和
五
年

(
一六
充
)
の
「南
焼
」
を
は
じ

め
、
奈
良
町
は
幾
度
か
の
大
火
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
で
は
、
弘
化
四
年

(天
四七)

九
月
七
日
の
夜
、

奈
良
奉
行
所
近
く
の
鍋
屋
町
で
火
災
が
お
き
て
い

る
。
民
家
に
し
の
び
こ
ん
だ
盗
賊

の
仕
業
で
土
蔵
か
ら
出
火
し
た
の
で
あ
る
。

風
は
な
か
っ
た
の
に
、
七
軒
が
被
災
し
た
。
三
〇
～
四
〇
年
も
な
か

っ
た
大
火

だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
奈
良
は
十
九
世
紀
に
入

っ
て
し
ぼ
ら
く
大
き
な
火

災
の
難
を
免
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き

の
消
火

の
様
子
を
み
て
、
奉

行
川
路
聖
謨
は

「
火
消
の
の
ろ
き
こ
と
い
ふ
も
煩
し
」
(繕
騨
鴫
)
と
書
き
と
め
て

い
る
。

安
政
六
年

(穴
亮
)
二
月
二
十
八
日

の
夜
に
は
、
毘
沙
門
町
西
側
か
ら
出

火
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し
、
火
は
近
く
の
元
興
寺
大
塔
に
移
り
、
諸
堂
舎
が
多
く
焼
失
し
た
。
毘
沙
門
町
西
側

の
家

々
は
も
ち
ろ
ん
、
狐

ヶ
辻
子

の
両
側
や
芝

新
屋
町
の
東
側
地
尻
の
町
家
が
類
焼
し
、
翌
二
十
九
日
朝
の
五
ツ
時
(杵
魎

に
よ
う
や
く
鎮
火
し
た
が
、
殊

の
外

の
大
火
と

「
餅
飯
殿
町

諸
記
録
」
は
書
き
と
め
て
い
る
。
二
十
七
日
夜
に
は
、
老
中
間
部
下
総
守
が
奈
良
に
宿
泊
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
が
重
な

っ
て

お
れ
ぽ
大
混
雑
を
呈
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
の
安
堵
感
を
同
記
録
は
あ
わ
せ
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
火

の
ほ
か
に
も
、
小
規
模
な
火
災
は
お
き
て
お
り
、
地
震

・
水
難

・
旱
損
を
含
め
災
害

の
た
び
ご
と
に
、
町
民
を
不

き
き
ん

安
が
ら
せ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
飢
饉
に
と
も
な
う
米
価

の
値
上
が
り
は
、
人
々
の
暮

ら
し
を
も

っ
と
も
大

き
く
圧
迫
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

嘉
永
三
年

(ズ
五〇)
の
四
～
五
月
ご
ろ
に
は
、

不
思
議

に
竹
に
花
が
咲
き
笹
米
が
諸
方
に
で
き
た
。

四
月
は
降
雨

物

価

の

高

騰

の
日
が
多
く
・
五
月
に
入

っ
て
も
五
日
ま
で
連
日
降
雨
が
続
き
・
そ
の
後
も
な
お
雨
天
の
日
が
多
か

っ
た
(幽
難

晒
鹹
正
)。

四
月

の
七
、
八
日
ご
ろ
か
ら

町
に
住
む
と
農
村
に
住
む
と
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
が
山
中

へ
笹
米
取
り
に
出
か
け
、

一
日
に

か

ら

四
～
五
斗
も
採
取
し
て
帰
る
人
が
あ

っ
た
。
殼
を
と

っ
た
の
ち
、
こ
れ
を
米
同
様
に
煮
て
食
べ
る
か
、

こ
ぼ
し
粉

や
団
子
に
し
て
食
べ

た
と
い
う
。

「誠

に
当
年
は
珍
し
き
凶
年
に
て
、
笹
米
流
行
病
、
米
高
値
、
恐
る
べ
き
の
年
柄
」
(「餅
鑾

難

靆
)
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

も
し
、
笹
米
を
白
米
に
し
た
ば
あ
い
は
、

一
石
で
代
銀
四
〇
匁
ぐ
ら
い
、
山
で
取
り
た
て
の
と
き
は
九
匁
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

士昂
氷
三
年

の
米
価
は
月
と
と
も
に
高
く
な
り
、

一
月
初
め
の
米

一
石
の
代
銀
は

一
〇

一
匁
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て

一
〇

二
匁
、

七
月
末
に

一
一
五
～

一
一
六
匁
、
八
月

一
二
五
匁
、
九
月
下
旬
に
は

一
七
八
匁
に
ま
で
の
ぼ

っ
た
。
収
穫
期
が
き

て
新
米
が
出
回
る
よ

う
に
な
る
と
、

米
価
は
や
や
低
落
し

=
二
五
匁
ぐ
ら
い
に
な

っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
天
保
九
年

(
一八三八
)
六
月
ご
ろ
に
は
、

奈
良
で
二

七
〇
匁
に
達
し
た
こ
と
が
あ
る
。
平
年
は
、
米

一
石
八
〇
匁
台
で
あ
る
か
ら
そ
の
高
騰
ぶ
り
が
う
か
が
え
よ
う
(鍼
紲
。

奉
行
所
は
、
惣
年
寄

・
町
代
を
通
じ
て
触
れ
を
出
し
、
奈
良
の
町
中

一
帯
で
生
活
困
窮
者
に
施
行
す
る
旨
を
つ
げ
志
あ
る
者
の
協
力
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表88金 相場 ・米価 の変遷表

考参
1金 相 貅1石 の岡月年

1月 大豆90匁
麦82匁

餅米91匁

 

謎
89

100匁 ～101匁

178

80

83

88

90

98匁 ～100匁

130

U3匁 ～114匁

匁 分

63.7

64.2

63.5

63.2

62.9

73.6

嘉 永 元年(1848丿9月

嘉 永2年(1849)9月

嘉 永2年(1849)11月

嘉 永3年(1850)9月

嘉 永4年(1851)8月

嘉 永5年(1852)ユ1月

嘉 永6年(1853)4月

安 政3年(1856)7月

安政4年(1857)10月

安政5年(1858)7月

安政6年(1859)10月

「諸日記控帳」(武野義正氏蔵)

を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
生
活
に
難
儀
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

高
齢

の
者
や
幼
少

の
も
の
、
長
病
で
手
足
の
不
自
由
な
も
の
や
身
寄
り
の
な

い
も

の
、
飢
え
に
な
や
む
困
窮
者
を
調
べ
、
惣
年
寄
ま
で
届
け
出
る
よ
う
に

町
々
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
米
の
小
売
値
段
に
つ
い
て
は
、
困
窮
者
に
限

り

一
人
前
四
合
の
わ
り
で
、

一
二
文
下
げ

の
印
札
を
与

え
て
き
た
が
、
し
だ

い
に
米
の
値
が
上
が
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
え

っ
て
営
業
に
苦
し
む
米
屋
が

あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
老
人

・
小
児
に

つ
い
て
は

一
人
前
二

合
の
割
に
改
め
、
そ
の
と
き
の
相
場
に
応
じ
て

一
割
下
げ
に
し
て
印
札
を
渡

す
こ
と
に
し
て
い
る
。

施
行
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
三
年
九
月
二
十
二
日
に
惣
年
寄
徳
田
標
治
郎
の

名
で
触
出
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
志
あ
る
者
か
ら

の
出
銀
を
も

っ
て
米

か
ゆ

を
買
上
げ
、
寺

々
で
粥
を
た
き
施
与
す
る
の
で
、
町
役
人
は
枚
数
を
ま
と
め

て
、
西
城
戸
町
の
惣
年
寄
清
水
浪
江

の
居
宅
ま
で
印
札
を
受
取
り
に
出
向
く

よ
う
に
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

翌
嘉
永
四
年

の
作
柄
は
よ
か

っ
た
の
で
、
米
価
は
盆
ご
ろ
か
ら
徐
々
に
下
落

の
傾
向
を
み
せ
は
じ
め
た
。
同
年

八
月
の
末
に
は
、
お

手
当
米
を
う
け
た
り
値
下
げ
米
印
札
を
う
け
と

っ
て
い
た
困
窮
の
者
も
、
何
と
か
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
の
判
断
か
ら

値
下
げ
米
印
札
を
返
上
し
た
り
、
手
当
米
を
辞
退
し
た
い
者
が
あ
れ
ぽ
、
町
役
人
で
取
調
べ
の
う
え
申
し
出
る
よ
う
に
と
惣
年
寄
名
で

達
し
を
ま
わ
し
て
い
る
。
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安
政
五
年

(一八異
)
に
は
、
五
か
国
と

の
通
商
条
約
が
結
ぼ
れ
、

翌
六
年
か
ら
諸
外
国
と
の
貿
易
が
三
港
で
は
じ
ま
り
、

年
と
と
も

に
そ
の
貿
易
は
盛
ん
に
な

っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国

の
貿
易

の
状
況
は
概
し
て
輸
出
超
過
で
あ

っ
た
の
で
、
国
内
で
は
商
品
の

不
足
を
き
た
し
物
価
が
急
速

に
騰
貴
し
た
。

ま
た
金
銀
の
比
価
が
、

欧
米
は

一
対

一
五
で
あ
る
の
に

日
本
で
は

一
対
五
で

あ

っ
た
か

ら
、

外
国
商
人
は
銀
を
持

っ
て
き
て
わ
が
国
の
金
貨
を
買

っ
た
の
で
、

金
の
流
出
が
お
び
た
だ
し
か

っ
た
。

そ

こ
で
幕
府
は
金
貨
の

質
を
落
と
し
た
の
で
、

こ
れ
が
ま
た
物
価

の
上
昇
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
経
済
界
は
混
乱
を
大
ぎ
く
し
て
い
っ
た
。

ま
た
武
士
に
対
す
る
半
知

の
借
上
げ
、
農
村

へ
の
重
税
賦
課
も
下
級
武
士
や
庶
民
の
生
活
苦
を
助
長
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
す
べ
て

開
国
を
進
め
た
幕
府

へ
の
反
感
と
な
り
、
あ
る
い
は
攘
夷
運
動
を
刺
激
し
、
打
ち
こ
わ
し
や

一
揆
を
促
進
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

慶
応
二
年

(丕
ハ六)
五
月
、

第
二
次
長
州
征
伐
が
決
行
さ
れ
た
こ
ろ
に
、

西
宮
に
は
じ
ま
り
大
坂
に
お
よ
ん
だ
打
ち
こ
わ
し
や

一
揆

の
波

は
、
た
ち
ま
ち
周
辺

の
農
村
や
町
々
に
広
が

っ
た
。
米
価

の
高
騰
、
長
州

へ
の
再
征
の
た
め
の
負
担
、
こ
れ
ら
は
民
衆
の
生
活

の

苦
し
み
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
五
月
に
は
つ
い
に
奈
良
で
も
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ

っ
た
。
こ
の
と
き
、
町
民
は
笹
鉾
町
の
米
屋

を
襲

い
、

つ
づ

い
て
翌
日
福
智
院
町

の
米
屋
に
押
し
寄
せ
て
い
る
。
他
の
地
方
と
く
ら
べ
て
時
勢

の
激
動
の
影
響

を
受
け
る
こ
と
が
割

り
合

い
に
間
接
的
で
、
災
害
も
比
較
的
少
な
か

っ
た
奈
良
も
、
よ
う
や
く
風
雲
の
は
げ
し
さ
が
感
じ
ら
れ
て
き
た
。
奈
良
に
つ
い
て
こ

れ
を
よ
り
端
的
に
示
し
た
も

の
、
そ
れ
は
尊
攘
運
動
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

第五章 幕末の奈良

負

担

の

増

大

農

村

の

動

揺

幕
末
、
財
政
の
窮
乏
に
あ
え
ぐ
幕
府
や
諸
藩

・
寺
社
な
ど
の
領
主
は
、
倹
約
令
を
出
し
て
支
出
を
お
さ
え
る
い

っ

ぽ
う
、
財
政
再
建
の
基
本
的
な
対
策
と
し
て
、
貢
租
を
負
担
す
る
本
百
姓
層

の
維
持
に
つ
と

め
、
か
れ
ら
か
ら
の
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確
実
な
貢
納
と
、
そ
の
増
加
に
期
待
す
る
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か

っ
た
。
天
保

の
改
革
は
、
明
ら
か
に
そ
う
い
っ
た
意
図
を
も
つ
も
の
で

あ

っ
た
。

こ
の
こ
ろ
、
領
主
側
は
良
質
の
貢
納
米
を
の
ぞ
み
、
稲

の
品
種
に
も
意
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
こ
こ
に
藤
堂
藩

の
領
分
に

属
し
た
鹿
野
園
村
の
例
が
あ
る
。

文
久
元
年

(一八室
)
九
月
に
、

鹿
野
園
村

の
庄
屋
谷
幸
三
郎

・
年
寄
清
治
郎

・
同
忠
三
郎
の
三
人
が

連
名
で
悪
米
を
納
め
な
い
と
の
請
書
(
繭
購
齲
説
齢
齢
)
を
し
た
た
め
、

こ
れ
を
加
茂

の
大
庄
屋
頭
取

の
勝
田
重
太
郎
あ
て
に
差
し
出
し
て

い
る
。
こ
の
請
書
は
、
近
年
上
納
の
米
は
悪
米
で
あ
り
、
な
か
に
は
俗
に

「代
官
だ
ま
し
」
と
よ
ば
れ
る
稲
毛
を
作
付
け
し
て
い
る
村

が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
悪
米
は
納
め
な
い
よ
う
に
、
と
の
達
し
に
応
じ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
請
書
の
な
か
で
、
村
民

一
同
に
も

申
し
聞
か
せ
、
「
右
稲
品
者
勿
論
、
右

二
似
寄
候
米
者

一
切
為
二相
納

一不
レ申
候
」
と
い
い
、
来
年
か
ら
は
、
自
分

た
ち
の
飯
料
と
し
て

で
も
そ
の
よ
う
な
品
種
の
稲
は
つ
く
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
元
年
十
月
十
四
日
に
は
、
鹿
野
園
村
の
組
頭
役

一
四
人
が

こ

れ
ま
た
連
名
で
、
「右
稲
毛
之
米
并
籾
共
御
収
納

二
差
出
し
申
間
敷
候
」
と
約
し
た
う
え
、も
し
違
背
の
者
が
出
た
お
り
に
は
、
き
び
し

い
過
料
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
も

一
言
の
申
し
開
き
も
し
な
い
と
の
請
書
を
、
庄
屋
と
年
寄
衆
あ
て
に
届
け
て
い
る
。

農
村

の
支
配
に
当
た

っ
て
は
、
種
々
の
触
書
や
掟
書
を
守
る
の
を
当
然
と
し
、
村
中

の
連
印
を
求
め
て
こ
れ
を
確
認
し
、
封
建
支
配

の
基
盤
と
な
る
農
民
の
動
揺
防
止
に
意
を
注
い
で
い
る
。

さ
て
、
村
方
自
治

の
諸
費
用
は
、
冗
費
を
省
く
の
を
旨
と
し
て
よ
く
吟
味
し
、
村
民
や
惣
百
姓
が
納
得
の
う
え

で
毎
年
小
入
用
帳

に

こ
れ
を
ま
と
め
、
領
主
や
代
官
の
あ
ら
た
め
を
受
け
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ

っ
た
。
文
久
四
年
(一蕭
就
堕
に
、

油
坂
村
か
ら

大
津
役
所

(文
久
三
年
)

に
提
出
さ
れ
た

「
亥
年
小
入
用
帳
」
(獗
鯉
鬮
)に
よ
る
と
、
文
久
三
年

(
天
六三)
の
村
小
入
用
の
総
額
は
米
方
(鰄
鞴
に
)
を
あ
わ
せ
銀
高

に
し

て

コ
ニ
貫
三
四
〇
匁
三
分
六
厘
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
米
で
支
給
し
た
高
は

一
〇
石
五
斗
五
升
二
嵋
邪
知
髄
し

で
、
こ
の
代
銀

一

貫
九
五

一
匁
七
分
五
厘
は
総
額
に
合
算
さ
れ
て
い
る
(表
89
参
照
)。
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表89文 久3年 油 坂 村 小 入 用

費 目

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

縣
聡
鑞
轡
灘
柵鰍

111=
.
大

八

大

出

大

氏

御

年

郡

郷

村

御

同

奉

与
御

芳

水

領

費 額1費 目

銀8匁

2

8.6分

26.5

i.n

o

冖0

05

190

580

350

650

300

540

57.6.8厘

100

ユ38.5.3

60

270

1貫420

1貫105.3

　
り

　
　
　
だ
　

　
り
し

　
　
　
お
　

　
ほ
　
　
　

入
入
初
入
入
醐
入
鯵

入

輔
編
裁

繕
繼入髄

年

土

臨
村

御

勅
に

念
改

米
諸

鹿

計小

1米 方i

米

給

給

給

給

給

給『

計

ム
ロ

a

襟

守
窰

留

池

池

池

回

煎

鹿

年

町

屋

殿

。

仏

見

市

丶4

庄

惣

出

大

鹿

肝

北

費 額

銀357匁

150

930

260

2貫400

280

450

200

貫 匁 分 厘

11.388.6.1

米6石

0.3斗

0.3

0.5

0.8.5升

2.2

0.4

10.5.5

-

-
　

石
匁
51

1
5
19
厘

、
18
銀
5

し
き
代
分

だ

つ
え
7

た
に
か
匁

　

　

米 銀 方 総 計 13貫340匁3分6厘

亥 年 小 入 用 帳(天 理図書館蔵)

小
入
用
と
し
て
は
、
郡
中
割

・
郷
割

・
村
割
入
用
の
分
担
金

の
支
出
が
多
く
、
こ
の
三
費
目

で
二
貫
七
九
五
匁

三

分

と

な

り
、
総
額

の
二

一
鮃
を
占
め
て

い
る
。
つ
い
で
、
役
人
の
来
寧

や
山
陵
改

め
に
要
す
る
諸
入
用

の
二
貫
六
八
〇
匁
、
佐
保
川
や

大
仏
池

・
出
口
池
な
ど
の
普
請

や
管
理
に
要
す
る
水
利
関
係
費

の
二
貫
六
六
七
匁
あ
ま
り
が
多

く
、
と
も

に
総
額
の
約
二
〇
鮃

を
占
め
て
目
立

っ
て
い
る
。

奈
良
町

に
隣
接
す
る
村
々
で

は
、
鹿
に
よ
る
農
作
物
の
損
害

が
あ

っ
て
困
る
こ
と
が
多
か

っ

た
が
、

い

っ
ぽ
う
で
は
、
神
鹿

保
護
が
う
ち
だ
さ
れ
て
い
た
こ
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と
も
あ

っ
て
、
鹿
見
回
番
を
お
い
て
い
た
。
北
市
村
に
は
鹿
留
門
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
米
四
斗

の
鹿
留
門
給
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

同
村

の
慶
応
三
年

(一八六七)
の
小
入
用
総
額
は
四
七
貫
二
五
三
匁

四
分
二
厘
で
、

わ
ず
か
四
年
前
の
文
久
三
年
当
時
の
出
費

の
三

・
五

倍
強

に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
入
用
費
目

の
増
加
や
、
た
び
た
び
の
村
寄
合
に
五
貫
三
五
〇
匁
、
池
普
請
に
三
貫
九
〇

〇
匁
な
ど
と
多
額
を
要
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
物
価
騰
貴

の
影
響
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
小
入
用
帳

の
費
目
や
費
額
の
推

移

の
う
ち
に
、
幕
末

の
生
活
共
同
体
と
し
て
の
村
落
の
す
が
た
が
う
つ
し
だ
さ
れ
て
い
る
。

農
民
は
年
貢

.
諸
役
と
よ
ぼ
れ
る
租
課
や
、
村
落
自
治
の
た
め
の
村
入
用
を
家
別
あ
る
い
は
棟
別
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
幕
末
に

す
け
こ

う
や
く

は
そ
の
ほ
か
に
宿
駅
に
人
馬
を
だ
す
助
郷
役
な
ど
を
割
り
当
て
ら
れ
、
ま
た
、
臨
時
に
労
役
に
か
り
だ
さ
れ
る
こ
と
も
多
か

っ
た
。
大

和

で
は
特
別
に
国
役
と
し
て
、
毎
年
春
日
若
宮
の
祭
礼
に
要
す
る
掛
物
や
仮
殿
入
用
の
用
木

の
調
達
、
ま
た
天
皇
陵
修
理
に
と
も
な
う

費
用
な
ど
を
も
負
担
し
て
い
る
。

幕
末

の
奈
良
近
郊
農
村

の
負
担

の
実
情
が
よ
く
わ
か
る
例
と
し
て
、
郡
山
藩
領
の
押
熊
村

の
ば
あ
い
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
慶

応

元
年

(穴
六五
)
に
、東
海
道
土
山
宿

の
助
郷
役
が
割
り
当
て
ら
れ
た
と
き
、
負
担
過
重
と
し
て
難
渋

の
諸
事
情
を
申
し
た
て
た
言
上
書

に
記
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
(
「繊
舗
樋
駈
圸
橢
黝
嬾
郁
鮒
讖
)。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
国
役
大
川
銀
の
負
担
が
あ
る
。
山
城

・
河
内

・
摂
津

・
大
和

の
大
川
筋
普
請
入
用
銀

の
わ
ず
か

一
割
が
幕
府
か
ら
出
さ
れ
、
そ
の
残
り
が
国
役
高
懸
り
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
。
大
和
川

の
普
請
は
そ

れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
に
、
木
津
川

・
桂
川

・
加
茂
川

・
宇
治
川

・
淀
川
な
ど
の
大
川
筋

の
入
用
ま
で
、
従
来
か
ら
大
和
国
は
多
く

の
割

賦
銀
を
課
せ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
は
、
春
日
若
宮

の
祭
礼
御
掛
物
や
仮
殿
入
用

の
国
役
高
懸
り
で
あ
り
、
第
三
に
は
近
年
の

天
皇
陵
普
請
に
関
し
係
役
人
の
出
張
に
人
夫
役
継
立
て
に
出
役
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
文
久
三
年
以
来
勅
使
や
堂
上
方
が
天
皇

(暗
)

陵

に
参
拝

の
と
ぎ
や
、
山
陵
奉
行
戸
田
大
和
守
の
来
往
に
人
馬
継
立
て
が
あ
り
、
第
五
に
は
、
諸
家

の
倉
銀
峠

・
中
垣
内
峠

・
関
屋
峠

(
虫
)

.
穴
蒸
峠

.
竹
之
内
峠
な
ど
難
所
通
行
の
人
夫
役
が
あ
る
。
第
六
に
は
、
郡
山
城
下
は
昔
か
ら
人
馬
継
立
て
の
場
所
で
、
近
年
、
宮
堂
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上
や
諸
家
ま
た
十
津
川
郷
士
ら

の
通
行
し
き
り
で
、
郡
山
藩
領
内
の
村
々
に
多
く
の
人
馬
の
割
り
当
て
が
あ
る
こ
と
、
第
七
に
、
京
都

の
大
事
に
備
え
、
御
火
方
を
郡
山
藩
が
受
け
持

っ
た
た
め
に
そ
の
手
伝
い
を
要
す
る
こ
と
、
第
八
に
、
京
都
の
警
衛
を
こ
れ
ま
た
藩
が

受
け
持

つ
た
め
に
人
夫
役
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、

郡
山
領
内

の
村
々
は
同
様

の
人
夫
出
役
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
元
治
元
年

(穴
六四
)

五
月
に
、
山
城
国
の
長
池
宿

の
助
郷
を
申
し
渡
さ
れ
た
が

「
人
馬
其
外
難
渋
之
訳
柄

ヲ
以
、
御
免
除
相
成
候
様
」
と
願
い
出
て
、

こ
れ

は
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
翌
慶
応
元
年
に
東
海
道
土
山
宿

の
助
郷
が
伝
え
ら
れ
た
の
で

「
二
重
役

三
重
役
と
も
相
成
居

候
村
方

二
も
、
何
分
と
も
増
助
郷
相
勤
候
手
段
無
之
」
と
い
い
、
文
久
三
年

の
天
誅
組

の
変

に
も
郡
山
藩
が

こ
の
鎮
圧

の
命
令
を
受
け

て
出
陣
し
た
た
め
、
領
内
の
押
熊
村
も
緊
急
の
こ
と
で
夫
役
を
課
さ
れ
、
武
具
大
砲
な
ど
を
運
ん
だ
こ
と
も
あ

っ
て

「古
来
稀
成
夫
遣

二
相
成
候
」
と
迷
惑
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
書

は
、
土
山
宿

の
増
助
郷

の
免
除
を
嘆
願
し
た
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
願
い
は

の
ち
に
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る
。

要
路
の
人
士
が
奈
良
に
来
往
の
と
ぎ
、

天
領

・
私
領
を
問
わ
ず
沿

道

の
村
々
の
夫
役
や
出
費
が
村
民

の
大
き
な
負
担

に
な

っ
て
い

た
が
、
幕
末
国
事
多
端
に
な
る
と
、

ま
す
ま
す
そ
れ
は
多
く
な

っ
た
。

幕
末
、

来
寧

の
お
も
な
人
物
を
あ
げ
て
み
て
も
、

嘉
永
三
年

(一八吾
)
に
は
老
中
松
平
和
泉
守
、
安
政
二
年

(
天
豊
)
に
は
勘
定
奉
行
石
河
土
佐
守

・
目
付
大
久
保
右
近
将
監
、
同
四
年
の
老
中
脇
坂

中
務
大
輔
、
同
六
年
の
老
中
間
部
下
総
守
、
慶
応
元
年

(
天
六五
)
の
老
中
松
前
伊
豆
守

・
阿
部
豊
後
守
と
、
同
二
年

の
一
橋
中
納
言
ら
が

あ
り
、
そ
の
ほ
か
文
久
元
年

(丕
ハ一)
五
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
ミ
ニ
ス
ト
ル

(公
使
)
ら
の
一
行
二
〇
人
が
奈
良
を
通
過
す
る
な
ど
外

国
人
の
往
還
も
ふ
え
て
い
る
。

く
ら
が
り

大
坂

・
奈
良
間
に
は
、
生
駒
山
南

の
暗
峠
越
え
奈
良
街
道
が
多
く
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
往
来
で
、
要
衝
と
な
る
砂
茶
屋
に
は

「
は
た

ご
屋
」
が
で
き
た
し
、
追
分

・
暗
峠
と
と
も

に
茶
店
な
ど
も
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
小
和
田
村
に
属
す
る
追
分
に
は
武
士
が
宿
泊
で
き

471



る
村
井
家
が
あ
り
、
村
人
は
こ
れ
を
本
陣
と
呼
ん
で
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
助
郷
役
が
村

々
の
大
き
な
負
担
と
な

っ
た
こ
と
は
、
押
熊
村
の
例
を
と

っ
て
も
よ
く
う
か
が
え
る
が
、
旗
本
角
南
氏
知

行
所
の
中
村

・
藤
木
村
も
ま
た
、
元
治
元
年
五
月
か
ら
当
分
の
間
と
い
う
こ
と
で
、
山
城
国
長
池
宿

の
助
郷
役
を
道
中
奉
行
所
か
ら
負

わ
さ
れ
た
。
ま
ず
は
、
天
皇
陵
普
請
を
勤
め
る
戸
田
大
和
守

一
行
や
臨
時
の
勅
使
の
た
め
継
立
て
を
お
こ
な
う
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
と

き
、
大
和
で
は
超
舜
寺
村

・
常
福
寺
村

・
門
之
外
村

・
山
陵
村

・
横
領
村

・
秋
篠
村

・
押
熊
村

・
中
山
村

・
西
大
寺
村

・
疋
田
村

.
宝

来
村

・
六
条
村

・
七
条
村

・
外
川
村

・
田
中
村

・
万
願
寺
村

・
新
村

・
山
田
村

・
矢
田
村

・
木
嶋
村

・
石
堂
村

・
小
和
田
村

・
大
向
村

・
藤
木
村

・
中
村

・
三
碓
村

・
二
名
村

・
上
村

の
二
八
か
村
と
山
城
国
相
楽
郡

の
山
田
村
を
あ
わ
せ
て
二
九
か
村
が
そ
の
役

に
あ
た
る

こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
押
熊

・
中
山

・
常
福
寺
な
ど
郡
山
藩
領
内

の
村

々
は
、
過
重
の
負
担
で
あ
る
、
と
嘆
願
し
て
赦
免
に
な

っ
た
。
つ
い
で
な

が
ら
、
藤
木
村
な
ど
が
長
池
宿
助
郷
免
除
を
願
い
出
た
の
は
、
大
和
国
鎮
撫
総
督
府
あ
て
で
、
王
政
復
古

の
令
が
出
た
の
ち
の
慶
応
四

年

(天
六八)
四
月

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
慶
応
元
年
八
月
、

再
度
の
長
州
征
伐

の
出
兵
が
あ

っ
た
と
き

に
、

北
永
井
村
ほ
か

三
か
村
、
藤
木
村
ほ
か
六
か
村
、
平
群
郡

の
八

一
か
村
な
ど
は
、
遠
路
東
海
道
坂
下
宿
の
助
郷
役
が
か
か

っ
た
と

い
う
か
ら
、
奈
良
近

郊
農
村
の
苦
痛
の
ほ
ど
が
理
解

で
き
よ
う
。

水
利
問
題
は
、
田
畑
耕
作
と
日
々
の
暮
ら
し
に
関
連
し
て
、
こ
と
に
重
要
で
あ

っ
た
。

郡
山
藩
領

に
属
し
た
興

ヶ
原
村
は
、
布
目
川
が
村

の
中
央
部
を
西
流
す
る
と
は
い
え
、
お
よ
そ
二
〇
町
歩

の
水
田

の
う
ち
五
町
歩
は
天
水
に
た
よ

っ
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
、

日
照
り
が

つ
づ
く
と
種

々
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
も

干
害
は
免
れ
な
か

っ
た
。

嘉
永
三
年

(
穴
五
〇)
夏
の
干
ぽ

つ
は
こ
と
に
ひ
ど
く
、

収
穫
期
に
当
た

っ
て
庄
屋

の
庄
七
は
た
び
た
び
藩
庁
に
出
向
い
て
年
貢

か
ん
が

い

減
免

の
嘆
願
を
繰
り
返
し
た
が
、
若
干
の
効
果
を
得
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
干
害

へ
の
根
本
的
な
対
策
と
し
て
灌
漑
用
水
路

水

路

の

開

削

と

水

争

い
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庄屋庄七顕 彰碑

これは昭和39年に建て

られた(興 ケ原町)

を
新
設
し
、
布
目
川

の
水
を
引
き
い
れ
る
企
て
に
思
い
を

こ
ら
し
た
。
村
民
と

協
議
を
重
ね
、
藩
庁
や
上
流

の
邑
地
村
の
了
解
を
と
り
つ
け
て
、
翌
四
年
秋
に

鍬
初
め
を
お
こ
な
い

一
年
く
ら
い
か
か

っ
て
工
事
を
完
了
し
た
。
同
六
年

の
通

水
に
期
待
が
込
め
ら
れ
た
が
、
惜
し
く
も
水
路
の
各
所
に
漏
水
が
あ
り
、
補
強

修
理
も
思
う
よ
う
に
は
い
か
ず
、
水
は
予
想
に
反
し
て
通
じ
な
か
っ
た
。
そ
の

の
ち
、
賛
否
両
論

の
う
ち
に
水
路

の
改
修
に
つ
と
め
た
も

の
の
、
出
役
や
出
費

も
か
さ
ん
で
村
民

の
動
揺
は
大
き
く
な

っ
た
。
そ
の
う
え
安
政
元
年

(穴
五四)
の
大
雨
で
水
路
の
損
壊
を
招

い
た
こ
と
な
ど
が
あ

っ
て
、

庄
七

へ
の
非
難
は
高
ま
り
、
安
政
四
年
に
庄
七
は
大
和

一
国
所
払

い
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
。
干
害
と
水
利
に
悩
む
幕
末
期

一

農
村

の
切
実
な
す
が
た
を
示
す
事
実
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
安
政
三
年

(天
五六
)
の
夏

「
長
々
照
続
、
御
田
地
及
二旱
魃
一候
故
」
(
驛
黔
靆

)
藤
堂
藩
領

の
水
間
村
の
九
人
が
相
談
の

う
え
、
隣
村
の
同
じ
藩
領
の
大
野

・
日
笠
両
村
の
用
水
と
な

っ
て
い
た

「
み
の
渕
養
水
池
」

の
水
を
、
両
村
に
断
り
な
し
に
堤
を
き

っ

て
引
水
し
た
。
も

っ
と
も
干
ぽ
つ
の
と
き
は
水
間
村
民
も
池
水

の
使
用
が
許
さ
れ
る
と

の
伝
聞
が
あ

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

で
問
題
が
お
こ
り
、
大
庄
屋
の
取
調
べ
で
結
局
は
堤
を
元
通
り
に
築
き
直
し
、
水
間
村
側
か
ら
大
野

・
日
笠
両
村
あ
て
詑
書
を
入
れ
て

こ
と
は
落
着
と
い
う
事
態
も
お
こ

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
用
水
不
足

の
村
は
話
し
合

い
に
よ

っ
て
隣
郷
村

の
余
水
を
導
入
す
る
対

策
が
取
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
な
お
二
～
三
の
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

こ
ん

ぷ
い
ん

郡
山
藩
領

の
興
福
院
村
は
、
こ
れ
ま
で
興
福
寺
領
三
条
村

の
字
流

ノ
坪
か
ら
余
水
を
受
け
、
字
壱
本
木
溜
池
に
導
ぎ
入
れ
て
き
た
の

で
あ

っ
た
が
、
文
化
年
間
ま
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
年

々

一
札
切
替
証
文

の
受
け
渡
し
を
例
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
の
ち
し
ば
ら

く
は
な
お
ざ
り
と
な

っ
て
い
た
。
も

っ
と
も
、
興
福
院
村
か
ら
は
礼
物
と
し
て
、
銀
二
匁
ぼ
か
り
の
そ
う
め
ん
が
贈
ら
れ
た
。
証
文
の
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件

に
つ
き
、
三
条
村
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
興
福
院
村
で
は
、

さ

っ
そ
く
三
条
村
と
の
協
議
を
す
す
め
、

安
政
四
年

(一八蕚
)
五

月
に
庄
屋
又
兵
衛

。
年
寄
又
五
郎

.
同
権
三
郎

.
組
頭
弥
助
の
連
名
で

「
差
入
申
規
定
証
文
之
事
」
(能
燎
懃

を
し
た
た
め
て
い
る
。
以

後
、
年
ご
と
の
証
文
切
替
え
は
省
略
し
、
毎
年
四
月
中
ご
ろ
に
興
福
院
村

は
水
恩
料
と
し
て
銀

一
〇
匁
を
三
条
村

に
届
け
る
こ
と
に
し

て
い
る
。

同
四
年
に
は
、
奈
良
町
を
西
流
す
る
菩
提
川
筋

の
城
戸
村
番
水

の
余
水

の
こ
と
で
、
三
条
村
と
杉
ケ
町
村
庄
屋
と

の
間
に
も
め
ご
と

が
お
こ

っ
た
。
も
と
も
と
、
そ
の
余
水

は
す
べ
て
三
条
村
で
引
き
取
る
し
き
た
り
で
あ

っ
た
が
、
同
四
年
六
月
に
杉
ヶ
町
村
が
新
規
に

取
入
口
を
設
け
、
余
水
の
半
分
ほ
ど
を
引
き
い
れ
た
た
め
に
お
こ
っ
た
も

の
で
、
城
戸
村
庄
屋
を
仲
人
に
た
び
た
び
話
し
合
い
が
あ

っ

た
が
、
結
局
こ
れ
ま
で
ど
お
り
と
な
り
、
三
条
村

の
用
水
に
差
し
つ
か
え
が
な
い
ば
あ
い
に
限
り
杉
ヶ
町
村

へ
流
す
こ
と
で
こ
の

一
件

は
落
ち
つ
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
新
田

へ
の
灌
漑
や
井
堰

に
か
か
わ

っ
て
の
紛
議
が
各
所
で
も
ち
あ
が

っ
て
い
る
が
、
耕
作
と
用
水

の
問
題
が
き
わ
め
て

大
き
な
関
心
事
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

江
戸
時
代

は
災
害
予
知
や
防
災

の
設
備
が
不
十
分
で
あ

っ
た
か
ら
、
自
然
の
猛
威
を
う
け
る
と
た
ち
ま
ち
凶
作
と

干
ば

つ
と
出
水

な
り
、水
損

.
干
損
の
痛
手
を
こ
う
む

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、領
主
の
農
政

・
救
恤
策
が
貧
困
で
あ

っ
た
た
め
、

不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
農
民
た
ち
は
い
き
お
い
年
貢

の
軽
減
や
延
納
な
ど
を
求
め
、
と
き
に
は
集
団
の
行
動
に
出
る
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ

た
。
奈
良
を
中
心
と
す
る
そ
れ
ら
の
災
害
や
飢
饉
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
農
村
部
に
も
頻
繁
に
お
こ
っ
て
い
る
。

嘉
永

二
年

(一八究
)
、
春
日
社
領
の
東
九
条
村
で
は
、

稲
穂
が
出
そ
ろ
う
こ
ろ
か
ら
白
枯
れ
が
目
だ
ち
は
じ
め
た
。
早
稲
の
取
り
入

れ
を
し
た
が
、
不
安
が
現
実
と
な

っ
て
思
い
も
よ
ら
な
い
不
作
で
村
人
は
驚
い
た
が
、
中
稲
も
晩
稲
も
全
く
同
様

で
予
想
外

の
凶
作
に

困

っ
て
し
ま

っ
た
。
綿
作
も
同
じ
こ
と
で
、

「当
年
両
作
共
凶
作

二
而
必
至
相
迫
り
候
」
(解
懿
瑚
跏
篩
鰰
配
)
と
嘆
き
、
そ
の
う
え
近
年
は
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凶
作
が
つ
づ
い
た
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
年
貢
減
免
を
願
い
出
て
い
る
。
翌
嘉
永
三
年
に
は
降
雨
が

つ
づ
き
、
竹

の
花
が
咲
き
、
笹
米

を
食
用
に
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

干
ぽ
つ
と
い
え
ぽ
、

嘉
永
六
年

(天
五三)
、
安
政
三
年

(
一八五六
)
、
文
久
三
年

(丕
ハ三)
の
こ
と
が
Dina
録
に
あ
る
。

嘉
永
六
年
に
つ
い

て
、
大
安
寺
村
の
武
野
但
馬

は

「古
来
稀
成
大
旱
魃
」
(黐
難

)
と

書

き
と

ど
め
、

ま
た

「
三
条
村
記
録
」
龕
蠑
齣
)
に
は

「嘉
永

つ
づ

き

ゴ

六
丑
年
殊
之
外
日
照

二
而
、
去
五
月
十
八
日
汐
段
々
照
従
紀
、
六
月
廿
八
日
頃

二
少

々
雨
降
り
…
…
」
と
あ
り
、
井
戸
の
水
を
昼
夜
に

わ
た

っ
て
汲
み
あ
げ
、
別
に
井
戸
掘
り
な
ど

の
労
苦
を
記
し
て
い
る
。
納
米
九
〇
石
の
領
分
で
あ
る
が
、
八
割
は
青
草
の
よ
う
に
刈
り

捨

て
た
よ
う
で
あ
る
。
文
久
三
年

の
夏
は
日
照
り
が

つ
づ
き
、
稲
作
綿
作
と
も
皆
無
同
然
の
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
困
り
ぬ
い
た
郡

山
藩
領

の
常
福
寺
村
で
は
、
そ
の
秋
、
庄
屋
沢
村
惣
助

・
年
寄
長
五
郎

・
組
頭
惣
代
善
次
郎

・
百
姓
惣
代
藤
三
郎
、
そ
れ
に
大
庄
屋
吉

じ
よ
ぢ

め
ん

け

み

川
助
左
衛
門
が
名
を
連
ね
、
例
年

の
定
免
に
よ
ら
ず
、
検
見
に
よ
る
収
納
を
嘆
願
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

も

っ
と
も
、
災
害
と
い
え
ぽ
こ
の
ほ
か
風
水
害

・
地
震
な
ど
に
よ
る
家
屋
や
池
川
田
畑
の
損
壊
も
し
ぼ
し
ぼ
お

こ
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
鳥
見
川

(臆
雄
)
に
つ
い
て
み
て
も
、
嘉
永
年
間
だ
け
で
三
度
も
出
水
騒
ぎ
が
お
き
て
い
る
(鵡
概
報
騅
叶
蔵
)。
嘉

永
元
年

(穴
四八)

八

月
十
二
日
夜
は
大
荒
れ
の
風
雨
で
、
旗
本
角
南
氏
領
内
に
あ
た
る
藤
木
中
村

の
砂
茶
屋
付
近
で
、
鳥
見
川

の
堤
防

は
四
八
間
に
わ
た

っ

て
決
壊
し
た
。
こ
の
た
め
、
稲
田
の
二
町
歩
余
り
に
は
砂
が
流
れ
込
む
な
ど
、
冠
水

の
稲
田
も
多
か

っ
た
。
こ
の
復
旧
に
は
延
べ

一
〇

〇
〇
余
人
の
労
力
を
要
し
、
ま
た
水
田
の
砂
の
除
去
も
あ

っ
て
、
出
費
は
あ
わ
せ
て
四
貫
八
九
八
匁
五
分
五
厘
に

の
ぼ

っ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
に
も
、
谷
の
小
川
や
道
路
の
修
復
、
大
川
(鵈
見
)
の
井
手
組
み
替
え
で
、
入
用
銀

=

貫
四
六
匁
九
分
九
厘
を
費
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
村
び
と
の
負
担
は
相
当
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、

こ
の
年

の
米

の
値
段
は

一
石
入
○
匁
か
ら
九
〇
匁
ぐ
ら
い
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
年
後

の
嘉
永
三
年
八
月
十
二
日
に
ま
た
ま
た
大
風
雨
が
あ

っ
て
鳥
見
川
が
決
壊
、
道
路
や
小
川
を
含
め
そ
の
修
復
に
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お
よ
そ
二
三
貫
目
が
必
要
と
な

っ
た
。
こ
の
年
は
春
ご
ろ
か
ら
竹

の
花
が
咲
き
、
笹

の
実
を
し
ご
き
取

っ
て
町
民
も
村
び
と
も
ダ

ン
ゴ

な
ど
に
し
て
食
べ
た
ほ
ど

の

「世
上

一
統
大
難
儀
」
の
年
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
夏

の
水
害
復
旧
の
苦
し
さ
は
格
別

で
あ

っ
た
。

翌
四
年
七
月
十
二
日
夜
に
は
、
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
石
堂
村
と
中
村

の
村
境
で
鳥
見
川
が
三
〇
間
あ

ま
り
決
壊
し
、
中
村

(木
ノ
島
)

の
地
は
三
反
歩
あ
ま
り
が
砂
を
か
ぶ
り
、
木
嶋
村
で
は

一
町
歩
あ
ま
り
が
お
な
じ
災
難

に
あ

っ
て
い
る
。
な
お
、

八
月
二
十
七
日
は
、

池
が
大
崩
れ
を
お
こ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
た
び
重
な
る
災
害
に
村
民
の
不
安
動
揺

は
増
大
し
、
そ
の
復
旧
に
は
か
れ
こ
れ

一
六
～
七

貫

の
銀
子
を
要
し
て
い
る
。

地
震

の
被
害
と
い
え
ば
、
さ
き
に
記
し
た
嘉
永
七
年
(咳
瞰
玩
畔
)
六
月
十
四
目
の
大
地
震
で
、

古
市
村

の
山
中
に
だ
ん
だ
ん
に
三
つ
あ

っ
た
大
池

の
す
べ
て
の
堤
防
が
崩
れ
た
の
で
、
古
市
村
は
水

つ
き
と
な
り
、
民
家

の
損
壊

は
も
ち
ろ
ん
人
命
も
多
く
失
わ
れ
、
牛
や
馬

の
被
害
も
大
で
筆
に
も

つ
く
し
が
た
い
悲
運
に
遭
遇
し
て
い
る
。
こ
の
年

は
九
月
ご
ろ
ま
で
、

い
つ
と
な
く
地
震
が
あ
り
、
十

一
月
四

日
夕
刻
ま
た
も
や
大
地
震
が
襲
来
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
た
び
重
な
る
災
害
の
復
旧
に
は
、
多
く
の
時
日
と
労
力
と
費
用
を
要
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
幕
末

の
農
村
構

造

の
矛
盾
が
激
化
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
打
撃
は
以
前
に
増
し
て
大
き
か

っ
た
。

さ
て
農
民
は
、
領
主
の
搾
取
強
化
や
課
役
の
増
大
、
貨
幣
経
済

の
浸
透
、
物
価
騰
貴
、
そ
れ
に
災
害
な
ど
に
悩
ま

角
南
領
の

一
揆

さ
れ
な
が
ら
も
農
耕
に
い
そ
し
ん
で
き
た
。
し
か
し
、負
担

の
過
重
や
出
費
が

つ
づ
け
ぽ
お
の
ず
か
ら
生
活

の
不
安

す
な
み

が
高
ま
り
、
そ
れ
が
領
主
や

「有
徳

の
者
」
と
い
わ
れ
る
上
層
農
民
層

へ
の
要
求
や
抵
抗
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
旗
本
角
南
氏

の
知

行
所
で
あ
る
藤
木
村
と
中
村
で
は
、
慶
応
二
年

(丕
ハ六
)
五
月
二
十

一
日
つ
い
に

一
揆
が
お
こ

っ
て
い
る
。

角
南
氏
は
、
は
じ
め
は
陣
屋
を
構
え
代
官
を
派
遣
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
幕
末
に
な

っ
て
両
村
の
庄
屋

の
上
に
代
官
を
お
い
た
。
庄

屋

層
の
有
力
者
で
あ
る
藤
木
村

の
青
井
氏
と
中
村
の
大
植
氏
を
代
官
に
起
用
し
た
も
の
で
、
両
者
は
武
士
格
(誕
摺
建

を
与
え
ら
れ
て
隔
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番
に
陣
屋
勤
め
を
し
、
非
番
に
は
江
戸
詰
を
命
じ
ら
れ
た
。

安
政
二
年

(
穴
五五
)
に
は
、

い

ち
い
ち
江
戸
表

へ
伺
い
を
立
て
ず
に
二
人
の
思
惑
で
村
役
人
を
選
び
、
ま
た
小
事
件

の
と
き

と
が

は
二
人
の
心
得
で
咎

の
軽
重
を
と
り
き
め
て
も
よ
い
と
い
う
よ
う
に
、
行
政
権
や
司
法
権
の

一
部
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
声
望
は
高
か

っ
た
。

村
内

の
多
く

の
農
民
は
、
わ
ず
か
な
土
地
を
耕
作
す
る
ほ
か
日
用
手
間
取
り
に
出
た
り
、

き
き
ん

農
閑
期
に
は
糸
稼
ぎ

・
苧
稼
ぎ

・
木
綿
織
な
ど
で
よ
う
や
く
生
活
を
支
え
て
い
た
。
飢
饉
や

鳥
見
川
(臆
雄
)
の
決
壊
で
痛
手
を
受
け
る
こ
と
が
多
か

っ
た
う
え
に
、
助
郷
の
負
担
も
た
び
重

な
る
し
、
米
価
も
高
騰
し
て
慶
応
二
年
七
月
に
は
、

一
石

一
貫
匁
に
な

る
な
ど
で

「身
過
ご

し
の
方
便
」
に
怠
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
困
窮
は
か
な
り
深
刻
で
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。

五
月
二
十

一
日
の
夜
四
ッ
半
刻
ご
ろ
(午
後
十
一

時
ご
ろ

)
の
こ
と
、

砂
茶
屋

・
熊
取

・
東
坂
の
農
民

た
ち
に
郡
山
藩
領
小
和
田
追
分

の
農
民
も
加
わ
り
、
六
〇
人
あ
ま
り
が
徒
党
を
組
み
、
六
尺

棒

・
丸
太
柱

・
と
び
口
・
鎌

・
酒
樽
な
ど
を
も

っ
て
、
ま
ず
中
村
の
米
屋

へ
お
し
か
け
た
。
そ
し
て
表
戸
を
打
ち
破

っ
て
侵
入
し
、
蚊

帳

の
釣
手
を
き
り
建
具
を
打
ち
こ
わ
す
な
ど
種

々
の
乱
暴
を
働
き
、
そ
の
の
ち
庄
屋
宅
ほ
か

=
二
軒

へ
も
お
し
か
け
た
。

村
役
人
た
ち
は
、
何
と
か
取
り
鎮
め
よ
う
と
し
た
が
お
さ
ま
ら
ず
、
徒
党
の
農
民
た
ち
は
さ
ら
に
代
官
宅
を
襲

い
、
玄
関
前
の
板

の

衝
立
を
み
じ
ん
に
砕
き
、
人
相
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
と
灯
を
消
し
て
打
ち
こ
わ
し
を
働
い
た
。
そ
の
あ
と
再
び
庄
屋
宅
に
向
か
い
、

米
屋
が
米

の
高
値

に
な
る
の
を
見
越
し
て
売
り
惜
し
み
を
し
て
い
る
と
強
談
、
米
五
〇
石
の
配
給
を
要
求
し
、
そ
れ
が
聞
き
い
れ
ら
れ

な
い
と
実
力
行
使

に
訴
え
る
と
迫

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
庄
屋
を
威
圧
し
て
米
八
石
を
出
さ
せ
、
米
屋
か
ら
は
七
石
を
獲
得
し
、
さ
ら

477



に
藤
木
村
庄
屋
宅

へ
も
お
し
か
け
て
、
こ
こ
で
も
庄
屋
ほ
か
三
家
か
ら
米
八
石
を
獲
得
し
た
。
そ
こ
で

一
同
は
米

を
分
配
し
酒
屋
で
酒

を
飲
み
解
散
し
て
い
る
o

代
官
ら
に
と

っ
て
、
事
件
は
大
き
な
脅
威
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
米
価

の
高
騰
が

つ
づ
く
な
か
で
、
六
月
に
は
米
を
買

い
集
め

て
三
〇
軒
に
貸
し
米
を
お
こ
な
い
、
七
月
に
は
庄
屋
ら
と
も
相
談
し
て
、
さ
ら
に
中
村

の
二
五
軒

に
施
米
を
し
た
。
こ
の
農
民
た
ち

の

決
起
は
、
幕
末
騒
然
と
し
た
世
情
に
乗
じ
、
有
力
農
民
た
ち

へ
平
素

の
う

っ
ぷ
ん
を
ぶ
ち
ま
け
た
も

の
で
あ

っ
た
。
代
官
は
施
米
な
ど

を
し
な
が
ら
奈
良
奉
行
所

へ
そ
の
処
置
を
願
い
出
て
い
る
。
八
月
十
五
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
取
り
調
べ
が
な
さ
れ
た
の
ち
、
首
謀
者

三
人
が
罪
に
服
し
、
他
は
村
預
け
と
な

っ
て
事
件

は
落
着
し
た
。
米
価
高
騰
に
よ
る
貧
し
い
農
民
た
ち

の
生
活
困
窮
が
、
上
層
農
民
や

高
利
貸
し
に
対
す
る
蜂
起
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
世
直
し

一
揆
的
な
動
き
を
み
る
こ
と

は
、
ま
だ
早
い
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
連
年

の
凶
作
と
開
港

に
と
も
な
う
物
価
騰
貴
、
加
え
て
政
治
上
の
混
乱
を
反
映
し
て
、
世
情
不
穏
の
風
聞
が
ま
ん

延
し
つ
つ
あ

っ
た
。
大
坂
や
江
戸
で
は
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
り
、
農
村
で
は
世
直
し
を
期
待
す
る

一
揆
が
全
国
的

に
頻
発
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
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