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詩

小
稿
は
旗
本
家
法
史
料
の
紹
介
を
主
目
的
と
す
る
｡
旗
本
地
頭
な
い
し
陪
臣
田
の
側
か
ら
の
､
幕
藩
制
-

封
建
制
研
究
の
素
材
琴
不

の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
｡

播
州
旗
本
三
千
石
池
田
家
文
書

(史
料
館
所
蔵
)
の
う
ち
'
家
臣
団
に
関
す
る
若
干
の
家
法
史
料
が
そ
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
が
'
管

見
に
は
れ
ば
'
こ
れ
は
比
較
的
追

っ
た
か
た
ち
で
詳
述
さ
れ
た
注
目
に
値
す
る
史
料
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
法
源
な
り
､
参
照
七
た

か
も
し
れ
な
い
他
家
の
家
法
な
り
に
つ
い
て
の
検
証
は
'
小
稿
で
は
省
略
に
し
た
が
う
が
'
放
本
池
田
家
に
即
し
た
具
体
的
な
規
定
と
み

な
さ
れ
る
｣

こ
れ
ら
家
法
史
料
は
'
旗
本
池
田
家
家
臣
団
の
勤
仕
奉
公
に
関
す
る
規
定
と
'
恩
給
保
護
に
関
す
る
規
定
と
に
二
大
別
さ
れ
る
｡

｢
御

条
目
｣
の
か
た
ち
を
と
る
前
者
は
'
家
臣
団
の
勤
仕
奉
公
に
的
す
る
単
な
る
倫
理
的

･
教
諭
的
規
定
だ
け
で
な
-
'
日
常
勤
仕
の
具
体
的

な
規
定
が
多
い
点
が
注
目
さ
れ
'
後
者
は
主
と
し
て
家
臣
団
に
対
す
る
恩
給
保
護
規
定
で
は
あ
る
が
'
単
な
る
俸
禄
給
付
規
定
だ
け
で
な

-
細
部
に
わ
た
る
保
護
規
定
に
ま
で
及
ん
で
い
る
点
は
特
に
注
目
さ
れ
'
封
建
的
給
付
の
息
吹
に
直
接
触
れ
る
思
い
を
深
-
す
る
｡
こ
の

こ
と
は
い

と
か
-
本
知
本
俸
に
偏
向
し
が
ち
な
封
建
家
臣
団
知
行
や
領
主
財
政
の
研
究
に
注
意
を
促
が
す
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
｡
な
お
t
.

宝
暦
期
の
段
階
で
な
ぜ
か
か
る
家
法
の
盤
価
を
必
要
i
)
し
た
か
'
そ
の
家
政
的
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
後
究
に
ゆ
ず
る
｡
財
政
窮
迫

･
綱

浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)
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紀弛緩･.農村変質など1.般情勢変化の外に'特にtJ家政争事件等はなかったようである｡

まず'本文紹介の前に'そのために必要と思われる若干の解説を加えることにしたい｡そのIは旗本家法の性格について'その二は旗本地頭の階層構成と旗本知行所の全国分布.について'その三は播州旗本三千石池田家の概親につ

いて｡ついで､史料本文の内容について遂条的に若干の解説を加えることにする｡

I放本家法について

幕藩制下の武家領主は､これを将軍-大名､さらに将軍の家臣としての旗本地頭と'大名の家臣としての藩士地
頭､という系列でとらえることは'若干の注解を必要としながらも'一応認められるところであろう｡若干の注解t

とは'つまり'将軍･大名と旗本地頭･藩士地頭との間には武家領主としての質的な格差があるとみられるので'後者を本来的な武家領主としての前者と同格化することには問題が残るが､このような限定をふまえた上での小武家領主=地頭領主(階層差あり)という意味において､これを).応武家領主の系列としてとりあげうる､という意味である｡ただし､旗本と藩士を同じく地頭領主として等置するここはは若干の疑問があり'むしろ旗本地頭を大名と藩士

地頭との中間的形態として位置づけうるのではないかと思われるが､ここではふれない｡

なお､将軍の家臣である御家人の1部にみられる拾知御家人'および大藩の上級地頭の家臣の1部にみられる小拾

人の場合は'これを例外的存在とみなされよう｡

これら武家領主のうち'将軍は､それのもつ封建的な統1政権的側面と大々名政権的側面との双面性の故に'前者のためのいわゆる幕府法と後者のためのいわば藩艶的幕法とをもっており'大名はそれぞれにいわゆる薄法をもっている｡藩法は'幕府法の規制を-けながらも'その枠内で洋治のための行政･司法･立法にわたる強度の仕置権をも



ウ
た
独
自
の
駄
設
定
と
み
な
さ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
旗
本
地
頭
は
幕
府
法
の
'
藩
士
地
頭
は
藩
法
の
'
そ
れ
ぞ
れ
強
度
の
規
制
下
に
お
か
れ
て
お
り
'
そ
の
領
知
権
は
将

軍
は
も
と
よ
り
'
大
名
の
頓
知
権
に
比
し
て
著
し
-
瑛
小
化
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
簸
小
化
さ
れ
な
が
ら
も
'
こ
れ
ら
近
世
地
頭
は
そ

の
税
知
権
行
使
の
た
め
の
法
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
上
級
地
頭
を
中
心
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
旗
本
と
藩
士
の
地
頭
的
立
場
か
ら
設
定
さ
れ
た
法
を

｢
地
頭
法
｣
と
称
す
る
場
合
が
み
う
け
ら
れ
る
が
'
そ
こ
で
は
武
家

鏡
主
法
と
し
て
の
幕
府
法

1
藩
法
-
地
頭
法
と
い
う
系
列
化
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
は
注
解
を
要

す
る
若
干
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

大
名
Eと
地
頭
の
領
主
と
し
て
の
差
異
は
'

大
名
の
そ
れ
を
領
主
-
領
分
1

地
方
取
藩
士

(折
本
)
の
そ
れ
を
地
頭
-
知
行
所
と
呼
称
す

る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
'
し
た
が
っ
て
､
詩
法
と

｢地
頭
法
｣
と
の
領
主
艶
と
し
て
の
格
差
も
当
然
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
｡

系
譜
差
､
階
層
差
'
地
域
差
'
藩

(幕
府
)
事
情
'
藩
士
と
旗
本
の
差
な
ど
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､

一
般
に
'

近
世
地
頭
は
､

戦
国
大
名
の
分
国
法
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
藩
法

案
府
法
)
の
強
度
の
規
制
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
'

そ
の
独
自
性
が

著
し
く
減
殺
さ
れ
'
行
政

･
司
法

･
立
法
に
わ
た
っ
て
地
頭
独
自
の
自
分
仕
置
権
が
欠
乏
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
行
政
面
に
お
け
る
地
頭

独
白
の
検
地
･
人
別
改
T
な
い
し
は
藩
定
免
に
よ
ら
な
い
任
意
の
年
貢
収
取
な
ど
の
欠
乏
'
司
法
面
に
お
け
る
地
頭
独
自
の
自
分
仕
定
の

欠
乏
が
み
ら
れ
'
し
た
が
っ
て
立
法
面
に
お
い
て
も

｢
私
之
法
｣
の
制
定
禁
止
な
ど
が
み
ら
れ
る
｡
こ
の
場
合
の

｢
私
之
法
｣
の
禁
止
と

は
'
詩
法

釜
府
法
)
に
抵
触
す
る
よ
う
な
地
頭
慈
恵
に
よ
る
自
分
仕
置
権
の
行
使
に
関
す
る
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
｡
し

た
が
･つ
て
'由

頭
の
艶
は
藩
法
･
(幕
府
法
)
秒
枠
内
で
の
'い
わ
ば
承
瓢
必
詔
的
･
数
行
的
な
法
'
な
い
し
は
鎖
知
道
営
上
の
施
行
規
則
的
な

法
t
と
い
Aft
た
特
質
を
具
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
｡

旗
本
家
法
に
つ
い
て
(鈴
木
)



浜
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法
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､(鈴
木
)

四

そ
の
際
､
地
頭
の
階
層
差

(系
譜
､
役
格
等
を
も
含
め
て
)

へ
の
考
慮
は
不
可
欠
の
前
提
と
な
ろ
う
｡

つ
ま
り
'
大
多
数
を
占
め
る
中
小

級
の
旗
本
地
頭

･
藩
士
地
頭
の
そ
れ
は
領
主
的
性
格
が
稀
薄
な
た
め
'
地
頭
と
し
て
の
法
設
定
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
､概
し
て
諸
法
(寡

府
法
)
の
規
定
で
処
理
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
二
'
三
千
石
以
上
の
上
級
旗
本
地
頭
､

お
よ
び
万
石
以
上
な
い
し
は
こ
れ
に
準
じ
た

上
級
藩
士
地
頭
は
'
限
ら
れ
た
少
数
者
で
は
あ
る
が
､
領
主
的
性
格
が
比
較
的
濃
厚
で
あ
り
'
し
た
が

っ
七
あ
る
程
度
の
法
設
定
を
お
こ

な
っ
て
い
る
｡
あ
る
程
度
と
は
'
上
述
の
ご
と
き
藩
法

(幕
府
法
)
lQ
規
制
の
枠
内
で
の
限
定
さ
れ
た
特
質
の
そ
れ
で
あ

る
｡

こ
の
よ
う

な

1
部
少
数
者
に
限
ら
れ
･(量
的
性
格
)'
し
か
も
限
定
さ
れ
た
意
味

(質
的
性
格
)
で
の
地
頭
の
家
法
を
領
主
法
的
類
概
念
と
し
て

｢
地
頭

法
｣

(近
世
地
頭
法
)
と
呼
び
ヶ
る
か
ど
う
か
､
も
し
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
狭
義
の
地
頭
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し

た
が

っ
て
'
こ
れ
を
広
義
に
､
本
来
的
な
近
世
領
主
法
と
し
て
の
詩
法

(幕
府
法
)
と
同
格
化
す
る
こ
と

に
な
'

問
題
が
残
る
こ
と
に
な

ろ
う
ヽ
こ
の
こ
と
は
'
近
世
武
家
領
主
を
将
軍
-
大
名
-
地
頭
と
し
て
系
列
化
し
た
場
合
の
将
軍

･
大
名
対
地
頭
の
格
差
の
問
題
と
照
応

し
て
お
り
､
難
問
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
､
何
れ
に
し
て
iP
P
カ
ッ
コ
付
の
用
法
が
前
提
と
な
る
よ
デ
に
思
わ
れ
る
｡

小
稿
で
は
'
そ
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
は

1
応
こ
れ
を
お
き
'
当
面
は
'
狭
義
の
近
世
地
頭
の
家
法
の
存
在
を
前
控
と
し
て
'
旗
本
地

頭
の
家
法
史
料
む
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
の
で
あ
る
｡

〓

溝
本
地
頭
の
階
層
構
成
と
旗
本
知
行
所
の
全
国
分
布

次
に
､
旗
本
地
頭
の
階
層
枯
成
と
旗
本
知
行
所
の
全
国
分
布
に
つ
い
て
附
言
L
t
そ
の
な
か
で
の
播
州
旗
本
三
千
石
池
田
家
の
層
位
を

(I
)

み
る
こ
と
に
す
る
｡
旗
本
の
知
行
形
態
･階
層
､
お
よ
び
旗
本
知
行
所
の
全
国
分
布
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
小
論
に
詳
述
し
て
あ
る
の
で
'

こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
み
る
に
と
ど
め
る
｡

賃
政
年
間
と
推
定
さ
れ
る

｢
国
字
分
武
鑑
j

(内
閣
文
庫
周
蔵
)
に
よ
れ
ば
'
蔵
本
の
知
命
形
態
に
は
地
iR
･
切
米

･
現
米

･
我
潜
の
四



形
態
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
級
数
は
､
地
方
取
ti
二
二
六
四
人

.(四
四
好
)､
二
六
二
万
七
五
〇
〇
有
余

(八
一
好
)'
切
米
取
は
二
八
三
六

人

(五
六
%
)'
六
二
万

一
五
二
五
俵

(
一
九
光
)'
現
米
取
は
七
二
人
'
現
米
四
七
〇
八
石
'
扶
持
米
取
は
三
三
人
､
七
二
五
人
扶

持

で

あ
る

(以
上
'
何
れ
も
加
扶
持
を
除
く
)
｡
つ
ま
り
'
旗
本
総
人
数
五
二
〇
五
人
の
-
ち
四
四
%
が
地
方
取
'
五
六
%
が
切
米
取
で
'
切
米
取

が
や
や
上
廻
っ
て
い
る
が
'
総
知
行
高
は
地
方
取
の
八

1
%
に
対
し
て
'
切
米
取
の
1
九
%
と
格
段
の
差
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
放
本

の
中
軸
は
量
質
共
に
地
方
取
=
地
頭
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
｡

辛-表 地方取旗本の階層 (寛政期)

階 層人 数 l 知 .行
高石 人

石∴

鮎2,000〝1,000〝900〝800〝700〝600〝500〝

誹 喜 難400〝300〝200〝.loo ″ 190244

17921唇 灘90〝80〝70〝60〝50〝40〝 …一三至9014024525097eqトく⊃′.ヽSJ,N

30〝 21
1 60

の20〝

2410〝 1510禾満

汁 .I 2,26余 J 2,

627,50雷4596LL(鍋 - %,

I (全- 対81%,(註)階層別知行高の項は石以下を切拾
｡
小計･総
計の項のみに石以下を収載
｡

第

1
表
は
'
右
の
地
方
取
旗
本
=
旗
本
地
頭
の
階
層
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
す

なわ



折
本
家
法
に
.つ
い
て
L(
鈴
木
)

六

億
は

1
0
石
セ
あ
り
'
階
層
の
四
区
分
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
人
数
で
蔓

二
〇
〇
〇
石
以
上
の

階
層
が

1
1
%
'
五
〇
〇
～
二
九
九
九
石
が
六
〇
%
'

1
0
0
-
四
九
九
石
が
二
八
%
'

1
0
0
以
下
が

一
%
と
な
っ
て
お
り
'
そ
の
中

心
は
五
〇
〇
-
二
九
九
九
石
階
層
に
あ
り
'

1
0
0
石
以
下
は
例
外
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
に
照
応
し
た
知
行
高
で
は
三

〇
〇
〇
石
以
上
の
階
層
が
四
二
%
'
五
〇
〇
～
二
九
九
九
石
が
五

一
%
'

1
0
0
-
四
九
九
石
が
七
%
'

一
〇
〇
石
以
下
の
階
層
が
僅
少

と
な

っ
て
お
り
､
五
〇
〇
石
以
上
､
な
い
し
三
〇
〇
〇
石
以
上
の
階
層
が
独
占
的
地
位
を
示
し
て
い
る
｡
寛
政
期
に
お
け
る
以
上
の
傾
向

は
ヽ
中
期
に
あ
た
る
宝
永
-
享
保
期
に
お
い
て
も
類
似
の
傾
向
を
示
し
て
､い
る
｡

後
述
の
ご
と
-
'
本
稿
の
対
象
と
な
る
旗
本
池
田
家
は
大
名
分
知

(変
型
)
に
よ
る
高
三
千
石
の
旗
本
で
あ
る
｡
こ
れ
を
前
掲
萄

丁
表

に
つ
い
て
み
る
と
'
第

1
階
層
グ
ル
ー
プ
'
つ
ま
り
九
五
〇
〇
石
～
三
〇
〇
〇
石
の
階
層
の
最
下
層
に
層
位
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
第

一
グ
ル
ー
プ
は
二
四
六
人

(
二

%
)
と
人
数
は
少
な
い
が
､
知
行
高
は

一
〇
九
万

一
八
五
五
石
余

(四
二
拓
)
を
占
め
'
旗
本
団
の
首
脳
部

を
形
成
し
て
お
り
､
中
堅
部
を
梼
成
す
る
第
二
グ
ル
ー
プ

(五
〇
〇
～
二
九
九
九
石
)
と
対
周
的
な
傾
向
を
不
し
て
い
る
｡
旗
本
三
千
石
池

田
家
は
'
こ
の
第

一
グ
ル
ー
プ
の
最
下
層
九
九
人

(三
〇
万
八
七
五
九
石
余
)
の
旗
本
の
う
ち
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
三
千
石
以
上

の
旗
本
は
'
身
分
格
式
の
優
位
は
も
ち
ろ
ん
'
そ
の
領
知
支
配
に
つ
い
て
も
領
主
的
性
格
が
比
較
的
濃
厚
で
あ
り
'
そ
の
た
め
の
家
法
の

制
定
も
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
旗
本
池
田
家
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
'
池
田
家
が
知
行
所
三
千
石
を
播
磨
国
に
領
有
す
る
と
き
'
播
磨

1
国
内
'
な
い
し
は
全
国
の
旗
本
知
行
所
の
分
布
状
態
は

ど
う
か
｡
第
二
表
は
宝
永
年
問
に
お
け
る
国
別
に
よ
る
旗
本
知
行
所
の
全
国
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
詳
述
は
略
す
が
'
こ
の
表
は

旗
本
地
頭
二
三
〇
四
人
の
領
地
を
本
領

･
飛
領
地
の
区
別
な
-
'
国
別

･
地
方
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
.つ
ま
り
'
国
別
の
旗
本
知
行

所
は
三
九
カ
国
に
ま
た
が
っ
て
三
七
七
八
領

(知
行
所
)
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
'
そ
の
内
訳
を
み
る
と
'

関
東
地
方
は
三
〇
〇
九
領

(七

九
･
六
%
)
で
圧
倒
駒
な
此
重
を
示
し
'
そ
の
な
か
で
も
武
蔵
国
が
全
国
の
二
1
%
を
占
め
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
で
､
畿
内
を
中
心
に
し



第二表 旗本知行所の全国分布

(国別)(宝永年間)

た
近
故
地
方
の
四
〇
一
領

(
1
〇
･
六
%
)､
東
海
道
を
中
心
と
し
た
中
部
地
方
の
三

1
九
領

(八
･
四
%
)
が
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
t
H
本

知
行
所
の
分
布
は
関
東
と
畿
内

･
東
海
道
に
集
中
的
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ



浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

三

旗
本
池
田
家
に
つ
い
て

八.

次
に
､
旗
本
池
田
家
に
つ
い
て
'
そ
の
系
譜
'
家
臣
団
'
領
知
な
ど
を
中
心
に
､

1
応
の
概
貌
を
み
る
こ
と
に
す
る
｡
た
だ
し
､
池
田

家
文
書
の
も
つ
史
料
的
制
約
と
知
行
所
現
地
未
調
査
の
た
め
､
旗
本
池
田
家
の
相
貌
の
解
明
は
不
備
を
免
れ
ず
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

究
を
ま
つ
こ
と
に
し
た
い
｡
な
お
'
個
別
旗
本
知
行
所
の
構
造
的
解
明
に
つ
い
て
は
､
前
掲
拙
稿

｢
旗
本
領
の
構
造
｣
で
も
と
り
あ
げ
て

あ
る
が
'

1
般
に
旗
本

-
旗
本
知
行
所
の
桔
造
は
'
基
本
的
に
は
類
似
の
樗
造
を
も
ち
な
が
ら
も
'
階
層
的

･
系
譜
的

･
地
域
的

･
在
地

的
な
面
で
若
干
の
差
異
を
も
っ
て
い
る
｡
池
田
氏
は
知
行
高
三
千
石
'
大
名
分
知

(変
型
)'
播
磨
国
な

ど

の
諸
条
件
を
も
つ
旗
本
で
あ

る
｡
通
覧
し
て
み
て
池
田
家
は
比
較
的
整
備
さ
れ
'
格
式
は
っ
た
体
制
を
と
っ
た
旗
本
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
｡

｢
先
祖
書
｣
(史
料
館
蔵
池
田
家
文
書
､
以
下
池
田
家
文
書
と
略
称
)
｢
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
五
｣
に
よ
れ
は
'
掃
磨
国
姫
路
藩
主
(五
二
万
石
)

池
田
輝
政
の
四
男
輝
澄
は
'
元
和
元
年
同
国
宍
粟
郡
に
三
万
八
千
石

(山
崎
城
主
)'
寛
永
八
年
同
国
佐
用
郡
に
加
増
三
万
石
を
-
け
'
す

べ
て
六
万
八
千
石
を
領

t知
し
た
が
'
同
年
家
中
の
権
勢
争
騒
擾
事
件
の
た
め
改
易
､
因
幡
国
鹿
野
に
配
流
'
勘
忍
分
と
し
て

一
万
石
を
拾

地
さ
れ
'
寛
文
二
年
同
地
に
殺
し
た
｡
嫡
子
政
直
通
領
を
継
ぎ
､
播
磨
国
神
崎

･
印
南
両
郡
に
替
地

1
万
石
を
宛
行
わ
れ
'
翌
三
年
神
崎

郡
の
福
本
に
居
館
を
定
め
た
｡
同
五
年
政
直
殺
し
'
嗣
子
な
き
た
め
翌
六
年
追
領
の
-
ち
神
崎

･
印
南
両
郡
の
内
七
千
石
を
弟
政
武
に
､

神
崎
郡
の
内
三
千
石
を
次
弟
政
済

に
分
知
さ
れ
た
｡
政
武
は
交
替
寄
合
に
列
L
t
神
崎
郡
の
福
本
の
居
館
に
住
み
､
政
済
は
非
役
で
あ
る

寄
合
に
列
L
t
江
戸
在
府
と
な
っ
た

(た
だ
し
'
知
行
所
屋
形
村
に
陣
屋
あ
り
)｡
こ
こ
に
お
い
て
､
幕
臣
の
旗
本
両
家
が
成
立
し
た
こ
と
に
な

b
･.
大
名
分
知
に
ょ
る
旗
本
成
立
の
変
型
と
い
え
よ
か
.
右
両
家
の
う
ち
･
輝
澄
の
七
男
に
あ
た
る
政
済

(勝
左
衛
門
)
が
本
稿
の
対
象
と

な
る
三
千
石
旗
本
池
田
家
の
元
祖
-
初
代
の
当
主
な
の
で
あ
る
｡
(福
本
は
貞
事
四
年
弟
分
知
し
六
千
石
と
な
る
)｡

(2
)

第
三
表
は
政
済
系
旗
本
池
田
家
の
歴
代
領
主

一
覧
表
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'
寛
文
六
年
初
代
政
済
か
ら
明
治
二
年
第
十

一
代
政
樹



約
三
表

描
磨

国
肋

木
池

田
家

領
主

一
覧

領
主

名
系

譜
#

∴
府

勤
仕

l
官

位
江
戸
屋
敷
地

究
文

6
兄
政

直
近
銃
の

内
3,0

00
石

分
知

､
寄

合
､

型
旦

昼
遜

10
妓

政
済

(勝
左

衛
門
)

政
因

(伊
豆
守
)

政
職

(内
藤
)

政
体

(勝
之
助

)

政
美

(房
五
郎
)

池
田
輝

泣
七
男

政
所

惣
守
i

益
子
､
池

田
政

武
四
男

政
職

惣
田

弟
子

､･
池

田
由

道
三

刀

元
恕

q
I
莞

琵
豊
艶

鮎
等

艶
至
宝

12
5

12
小

性
･
同

順
管

等

本
所

-
麹
町
三
丁

目
-

麹
町
三
丁

目
( 桜

田
)

-
永

田
町

宝
永

2
-

享
保
17

宝
永

2
迫
跡
継

､
寄
合
､
御

日
見
､
享

保
17攻

事
鮎

T
浮

袋
17追

弧
軸

･
(病

気
御

目
見
欠
)
･
究

保
L

究
望
副

蓋
詣

筆
写
減

資
畠
戸
皇
塞

髄
軌

雲
L
(布

衣,
政

夫
惣

節
宝
笑
晶
封

謁
見
裏
㌘
讐

軸
管
姦

･
剛

2御
目
見
･
安
永

8
火

方
(隆

之
助
)
教

憎
言

扉
山
田
政

政
冨

l
益
子
､
池

田
政

大
詔
孟
T

L
天

明
2
迫
跡
継

･
軸

･
同

8
舶

見
･
先
攻

3
妓

8
I
政

(直
次
LS
,

9
l
政

(主
殿
)

益
子
､
池

田
政

l
寛
政

3
-

寛政3迫跡継. 符合. 御目見, 文化4隠居

､
同9妓文化2御目見､ 同
4家督相続､ 寄合､ 同7火
室塾星型J型旦軍
迫坦赴｣型4免
､
文政2攻
文政2追跡糾､ 寄合､ 諾永3御使者､ 布衣､

3
駿
府
御

日
付
,
御

目
見
､
安
政

6
隠
居
､
段

l
(布

衣
)

二∵

政樹
(鎗三郎)

弟
銀
吉
名
代

(孜
)

弟
栄

吉
名
代

政
和

二
男

6
家
僧
継

,
壬5'合

,
文
久

1
御

目
見
､
同

3
御

(元
治

1
'i;H

LIイ辺
変
動

見
廻

役
,
TI2'応

1
将
叫

fc坂
進
発
御
伽

､
御

目
付
介
)
､
段
応

2
退

役

明
治

1
胡

r王
.
本
領

安
堵

､
下
大

夫
怖
､
在
所
屋
形

帰
白
､
本

家
池
凹
備
前
守
付
属

,
同

2
西
京
移
住
､

病
穀

版
籍
奉
還

､
禄
米
120石

下
似
､
士
族

､同
3
在
所
尾

形
陣
屋
住
居
,
同

4
家

臣
一
統

岡
山
藩

へ
復

籍

損
峰
鵬
斑
il
ぐ
エ
ソ

(怨
せ
)

ii



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

10

ま
で
'
十

1
代
二
首
四
年
間
播
磨
国
三
千
石
の
旗
本
と
し
て
同

一
知
行
所
を
領
知
し
た
こ
と
に
な
る
｡
当
主
は
十

1
人
中
五
人
ま
で
が
養

子
で
あ
る
点
が
注
目
を
ひ
-
｡
幕
府
勤
仕
は
何
れ
も
非
役
･で
あ
る

｢
寄
合
｣
で
あ
り
'
そ
の
間
多
少
の
勤
役
を
み
る
が
'
非
役
中
の
臨
時

的
な
特
別
勤
務
が
多
い
｡
し
た
が

っ
て
'
官
位
も
第
二
代
故
国
の

｢
従
五
位
下
伊
豆
守
｣
だ
け
で
'
他
に

｢布
衣
｣
免
許
が
あ
る
｡
第
十

(3
)

一
代
政
樹
は
'
表
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
朝
臣
と
な
っ
た
際
､

｢
下
大
丈
｣
と
な
り
'
さ
ら
に

｢
士
族
｣
に
編
籍
さ
れ
て
い
る
｡
三
千

石
池
田
家
は
'
交
替
寄
合
で
あ
る
福
本
の
七
千
石
池
田
家
と
は
異
な
り
'
普
通
の
旗
本
で
あ
る
か
ら
江
戸
常
府
を
原
則
と
し
て
お
り
､
そ

の
屋
敷
は
表
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
は
じ
め
本
所
に
あ
り
t
の
ち
麹
町
三
丁
目
､
そ
れ
か
ら
永
田
町
に
移
り
'
こ
こ
に
永
-
住
ん
だ
が

文
政
九
年
に
神
田
小
川
町
つ
い
で
表
四
番
町
へ
移
り
'
幕
末
に
及
ん
で
い
る
｡
な
お
'
朝
臣
と
な
っ
た
明
治
元
年
に
は
在
所
屋
形
村
の
陣

屋

へ
移
住
'
同
二
年
に
西
京

へ
移
住

(病
没
)'
版
籍
奉
還
後
の
同
三
年
に
は
再
び
屋
形
村
の
陣
屋
へ
移
住
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
後
述
の
問
題
と
も
関
聯
す
る
こ
と
で
あ
る
が
'
池
田
氏
の
江
戸
屋
敷
の
構
造
を
示
す
絵
図
面
が
見
当
ら
な
い
た
め
'
当
主

の
御
殿
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
'
江
戸
詰
家
臣
団
の
屋
敷
な
ど
の
実
態
が
解
明
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
｡

1
殻
に
'
江
戸
家
臣
団
の
屋

敷
は
主
君
の
旗
本
屋
敷
内
に
多
-
は
長
屋
形
式
で
附
置
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
な
お
'
江
戸
の
旗
本
屋
敷
は
幕
府
規
定
に
よ
る

と
三
千
右
よ
り
二
千
六
首
石
ま
で
は
三
十
間
か
四
十
間
四
方
と
な
?
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
在
所
=
知
行
所
の
家
中
屋
敷
の
絵
図
面
は
比
較
的
よ
-
通
有
し
て
い
､て
'
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
次
の

(4
)

｢
播
磨
国
池
田
旗
本
知
行
所
略
図
｣
は
幕
末
に
お
け
る
池
田
氏
旗
本
知
行
所
の
略
図
で
あ
る

(た
だ
し
'
屋
形
村
だ
け
に
限
り
'
御
陣
屋
の
建
物

な
ど
を
特
別
に
記
入
し
た
｡)｡
こ
れ
に
よ
る
と
∵
播
磨
国
池
田
氏
三
千
石
の
知
行
所
は
姫
路
の
北
方
に
在
り
'
市
川
を
挟
ん
で
東
西
に
分
布

し
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
神
東
郡
に

一
力
村
(屋
形
村
)'
神
西
郡
に
千
原
村
な
ど
九
力
村
､
合
計

一
〇
カ
村

(内
､
美
佐
村
は
相
拾
村
)
が
分

布
し
て
い
る
｡
概
し
て

1
円
領
知
的
な
傾
向
を
も
っ
た
知
行
所
と
い
え
よ
う

(ち
な
み
に
'
神
崎
郡
は
旧
く
よ
り
神
崎
東
郡
=
神
東
郡
'
神
崎
西
郡

=
神
西
郡
に
二
分
さ
れ
て
い
る
｡)｡
御
陣
屋
は
神
東
都
の
屋
形
村
に
あ
り
'
御
殿

･
御
家
中
屋
敷

･
御
門
な
ど
が

一
審
を
構
成
し
て
い
る
｡
御



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

殿
は
旗
本
池
田
氏
の
在
所
屋
敷
で

'
当
主
が
帰
邑
の
際
使
用
し
た
も

の
で
あ
る
｡
家
中
屋
敷
は
御
殿
を

囲
ん
で
九
戸
あ
る
が
'
こ
れ
は
在

地
家
臣
の
屋
敷
と
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
｡
な
お
'
後
述
す
る
と
こ

ろ
で
も
あ
る
が
､
江
戸

･
在
所
と

も
に
家
臣
団
の
屋
敷
な
い
し
長
屋

は
主
君
池
田
氏
か
ら
給
付
'
用
益

を
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
な
お

陣
屋
元
村
で
あ
る
屋
形
村
の
民
家

は

｢御
陣
屋
｣
の
酉
北
方
の
道
路

沿
い
に
軒
を
並
べ
衆
落
を
形
成
し
て
い
る
｡

(5
)

次
の
絵
図

｢
播
州
旗
本
池
田
家

御
在
所
御
家
中
絵
図
｣
は
慶
応
二

年
に
お
け
る
旗
本
池
田
氏
の
在
所

=
知
行
所
の
家
中
屋
敷
絵
図
で
あ

る
｡
前
掲

｢
播
磨
国
池
田
旗
本
知

行
所
略
図
｣
の
な
か
に
み
え
る
屋

形
村
の

｢御
陣
屋
｣
の
1
廓
を
拡
大

し
た
絵
図
で
あ
る
｡.
つ
ま
り
御

陣
屋
の
一
審
内
に
あ
る
御
殿
'
家
中
屋
敷
､
御
門
な
ど
の
内
容
を

詳

細
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
絵
図
に
ょ
れ
は
'
こ
の
御

陣
屋
は
東
を
山

-
御
林
'
西
を
市

川
､
南
を
飯
守
山
や
囲
ま
れ
た
陣

屋
向
'
館
向
の
地
勢
で
あ
-

｢
屋

形
村
｣
の
村
名
に
ふ
さ
わ
し
い
場

所
で
あ
る
｡
幹
線
道
路
は
南
御
門

と
北
御
門
と
を
つ
な
ぐ
南
北
の
大

路
と
'
こ
れ
に
T
字
型
に
つ
な
が

る
奏
御
門
か
ら
の
道
路
で
あ
る
｡
各
家

々

(平
声
砕
)
は
こ
の
道
路



第四表 池田旗本知行所村高表 (天保 4年)

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

(註)美佐村は松平弾正領分 (441石461)と相給｡

岳iに沿って配置されている｡東は山-御

林なので'この三御門を閉ざすことによってこの地域はそれ自体｢陣屋｣を構築することになる｡三方の外周は田地であるぶ'その内周には御用安と御預り安とがあり'境界は小堀割(斜線部分)となっている(外周にも小堀割がある)｡さらに'その内部に御殿や御家中屋敷などがあ

るといった具合である｡御殿は御林を背に'御家中屋敷に取

囲まれたかたちである｡その屋敷内には中央に御殿の建物が滴
る｡御門の西側に西番所と剣術稽古部屋の建物があり'北隅には下台所がある｡家中屋敷九戸のうち北御門側の伊藤覚之進宅

は在所用人の宅である｡その南隣に足軽部屋と作事部屋の建物
がある｡そのまた南隣の石田慎之丞の屋敷内には'御米斗部屋'御用土蔵､御材木部屋といった領主側の公用建物があり'道路をはさんだその東隣の角地には御米蔵と庭がある｡御殿の裏には｢御締｣の建物があり'番屋が附属している｡なお'右の御家中屋敷九戸分と足軽部屋･作事部屋分については､別に各屋敷別の詳細な絵図一〇鰭(屋敷間数

､
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第五表 池田旗本知行所人口表 (当歳以上)

(註)郡別の項の各年度のA
､
Bは文化1年に同じ
｡

溺
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

以
上
'
旗

本
池
田
家
の

｢御
陣
屋
｣
は
比
較
的
整
っ
て
お
り
'
特
に
家
中
屋

敷
は
三
千
石

扱
旗
本
と
し
て
は
整
備
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡
な
お
'
足
軽

部
屋

(数
人
居

住
)
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

み
て
､
中
間

(小
人
)
は
農
民
よ
り
採

用

(若
干
名
)'

自
宅
通
勤
制
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
｡
な
お
､
在

所
の
家
中
屋

敷
持
は
在
所
用
人
伊
藤
覚
之
巡
ら
若
干
名
を
除
い
て
は
'
江
戸
勤

務
を
す
る
場
合
も
あ
-
'
逆
に
江
戸
語
の
者
が
在
所
勤
務
の
場
合

も

み
ら

れ

る
｡
そ
の
際
の
屋
敷
の
使
用
方
法
な
ど
ど
う
な
っ
た
か
､
不
詳
｡

(6
)

次
に
池
田

旗
本
知
行
所
の
村
高
を
み
る
に
'
天
保
四
年
度
は
第
四
表
の
と
お

り
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
'
知
行
所

1
0
カ
村
の
村
高
の
総
計
は
'
本
田
三
〇
〇

〇
石

(拝
領
高
)

で
'
こ
れ
に
古
新
田
と
改
新
田
を
合
わ
せ
る
.と
三
二
四
三
石
余

と
な
る
｡
諸
引

高
を
差
引
い
た
有
高

(毛
附
高
)
は
三
〇
九
四
石
余
で
'
拝
領
高

に
近
い
｡
御
林

(無
検
地
)
は

1
五
カ
所
で
あ
る
｡
な
お
､
美
佐
村
は
松
平
弾
正

領
分

(四
四
一
石
四
六
一)
と
の
相
給
で

あ
る
｡
他
の
年
度
も
右
年
度
と
大
差
な

い
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

次
に
知
行
所
内
の
人

口
を
み
る
と
'
文
化

一
年
よ
り
安
政
五
年
の
間
の
状
況

(-
)

は
第
五
表
の

と
お
り
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
総
人
数
は

1
九
八
六
人

～
二
三
〇

四
人
の
間
に
あ

り
'
時
代
の
下
降
に
つ
れ
て
漸
増
し
て
い
る
｡

(安
政
五
年
の
減

少
の
理
由
不
詳
)
｡
た
だ
し
'
三
〇
〇
〇
石
の
知
行
所
の
人
口
と
し
て
は
や
や



第六表 池 田 放 本 知 行 所 物 成

(A) 寛政12年書上

折
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

149.62275
i I..7

/

273匁8分

石
128.26563 夫 口 米

17.02262 掠藁絶代米

1.456 犬 米

2.8785 細林道上米

≡†

134匁3分 山 役 茶

112匁6分 大 豆

26匁9分 渋 代26

撫 検地) 15 カ 所

米

米

米

米

銀

銀

銀

林

石
高 3289.0502

石

内 i3…:;:0.::; 芸菰雷

石
物 成 5カ年平均 1555.38652

石
1505.54497

1513.88939

1585.11322

1609.12311

1563.16191

(ち) 明治2年雪上

石
151.2084 諸 役

(4斗入378俵0084)

27貫643文 諸運上

(金 1両,銭10貫文替)

i≡米

石
現米 1480.2374

(4斗入 3700俵2374)

銭 27貢643文

高 3000石

石
外 380.35358 新 田

石
合 3380.35358

物 成 5カ年平均(文久3-慶応3)

石
玄米 1329.029

(4斗入 3322俵229)

一
四

少
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡

(8
)

第
六
表
は
知
行
所
の
物
成
表
で
あ
る
｡
凶

は
寛
政

一
二
年
雪
上
分
､
脚
は
明
治
二
年
雷

上
分
で
あ
る
｡
因
に
つ
い
て
み
る
と
'
寛
永

一
二
年
度
は
､
知

行

所
高

三
二
八
九
石
余

(拝
領
高
三
〇
〇
〇
石
､新
田
二
八
九
石
余
)
に
対

し
て
､

五
カ
年

(寛
政
七
-
二

年
)
平
均
物

成
は

一
五
五
五
石
余
で
あ
る
｡
こ
の
本
年
貢

の
対
拝
領
高
免
は
五
割

1
分
八
厘
'
対
総
高

免
は
四
割
七
分
二
厘
'
対
有
高
免
は
五
割
二

厘
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
外
に
雑
租
と

し
て
'
米
約
分
計

1
四
九
石
余
と
銀
約
分
計

三
七
三
匁
八
分
が
あ
る
｡
脚
に
つ
い
て
み
る

と
､
明
治
二
年
度
は
'
高
三
三

八

〇
石
余

(拝
領
高
三
〇
〇
〇
石
'新
田
三
八
〇
石
余
)
に
対

し
て
'
五
カ
年

(文
久
三
-
慶
応
三
年
)
平
均

収
納
高
は

一
三
二
九
石
余

(四
斗
入
､
三
三
二

二
位
余
)
で
あ
る
｡
こ
の
本
年
貢
の
対
拝
街
高



免
は
四
割
四
分
､
対
総
高
免
は
三
割
九
分
三
屋
で
あ
る
(対
有
高
免
不
詳
)｡
こ
の
外
に
紹
私
と
し
て
静
役
米

一
五

1
有
余
､
静
道
上
鋭
二
七

貫
余
が
あ
る
｡
な
お
'
前
掲
第
三
表
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
明
治
二
年
'
新
政
府
下
賜
の
池
田
家
秩
凝
米
は

一
二
〇
石
で
あ
る
が
こ
れ
は

貢
屯
米
の
十
分
の

1
の
規
定
で
あ
る
か
ら
'
買
取
米
は

二
一〇
〇
石

(対
拝
領
高
免
四
割
)
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
､

上
掲
㈱
個
の
場
合
よ
り

も
少
額
に
見
込
ま
れ
て
い
る
｡

な
お
'
旗
本
財
政
に
つ
い
て
は
､
第
六
安
物
成
表
に
よ
り
収
入
の
大
宗
は

1
応
知
り
う
る
が
､
支
出
の
正
拡
な
数
値
が
検
出
困
難
な
の

で
､
こ
れ
を
略
す
｡

旗
本
池
田
家
の
家
臣
田
構
成
に

つ
い
て
は
'
分
限
帳
類
を
欠
く
の
で
'
不
備
を
免
れ
な
い
が
､

一
応
の
推
計
を
し
て
お
-
こ
と
に
す

る
｡慶

安
二
年
の
幕
府
軍
役
規
定
に
よ
れ
は
知
行
高
三
〇
〇
〇
石
の
軍
役
は
､
人
五
六
人
及
び
持
物

=鉄
砲
三
'
銭
五
'
弓
二
'
馬
上
二
騎

i
Jな
っ
て
お
り
'
五
六
人
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

(旗
本
当
主
を
除
-
)
(新
見
吉
治

｢旗
本
｣

二
二
四
頁
)｡

侍

1
0
人

(侍
八
人
'騎
士
二
人
)'
数
弓
二
人
'

鉄
旭
三
人
'
飽
持
五
人
'
甲
胃
持
二
人
'
立
弓

1
人
'
長
刀

1
人
'
馬
印
二
人
'
草
履

手
腎
l人

手
替
t人

取

1
人
'
挟
箱
持
二
人
､
雨
具
持

1
人
'
ロ
取
四
人
'
沓
箱
持

二

人

､

押
足
軽

三

人

'

二
騎
口
附
二
人
'
若
党
二
人
'
具
足
持
二
人
'

手
管
一人

鑓
持
二
人
'
箭
箱

1
人
'
玉
箱

一
人
'
小
荷
駄
四
人
｡

ま
た
'
旗
本
池
田
氏
が
慶
応
元
年
四
月
､
家
茂
将
軍
大
坂
進
発
に

｢御
目
付
介
｣
と
し
て
供
奉
し
た
時
の

｢家
来
人
数
等
持
越
候
晶
雷

付
｣

黍
府
へ
の
書
上
｡
池
田
家
文
書
)
に
よ
れ
は
､
侍
九
人
'
足
軽
五
人
'
小
者
三

一
人
'
合
計
四
五
人
と
な
っ
て
い
る

(小
者
三
一
人
の
持

物
の
内
訳
は
省
喝

慶
安
軍
役
規
定
と
異
な
る
｡)｡
こ
の
他
に
乗
馬

1
疋
と
小
荷
駄
二
疋

(江
戸
大
坂
間
拝
借
)
を
用
意
し
て
い
る
｡
こ
の
場
合
の

供
揃
数
は
'
右
の
慶
安
軍
役
規
定
の
う
ち
か
ら
持
物
=
鉄
抱
持
三
人
'
銀
将
五
人
'
弓
持
二
人
'
計

1
0
人
を
除
き
'
さ
ら
に
騎
士

1
人

を
減
じ
た
数
(乗
馬
1
疋
も
3g
)'
つ
ま
り
侍
九
人
'
雑
兵
三
六
人

(足
軽
五
'小
者
三
1
)'
計
四
五
人
と
な
っ
て
い
る
｡

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

1
五



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

〓
ハ

ち
な
み
に
､
こ
の
四
五
人
は
将
軍
上
洛
供
奉
な
ど
に
関
す
る
寛
永

1
0
年
制
定
の
分
限
扶
持

(旅
費
兵
額
)
四
五
人
扶
持
と
同
数
と
な

っ
て
い
る
｡

上
記
二
史
料
に
対
し
て
､
慶
応
二
年

｢御
役
所
日
記
｣

(池
田
家
文
書
)
に
よ
れ
は
､

殿
様
が
在
所
か
ら
江
戸
へ
帰
還
し
た
際
の

｢御

帰
府
御
供
｣
は
在
所
用
人
伊
藤
覚
之
進
ら
八
名
'

｢
江
戸
御
留
守
居
｣
は
家
老
豊
嶋

1
ら

1
八
名
と
な
っ
て
い
る
｡
.こ
の
二
六
名
か
ら
在

所
藷
伊
藤
ら
二
名
を
除
け
は
'
江
戸
藷
は
二
四
名
と
な
る
｡
他
方
'
在
所
に
は
伊
藤
党
之
進
ら
九
名
の
屋
敷
と
足
軽
部
屋
が
あ
る
｡
し
た

が

っ
て
徒
士
以
上
の
家
臣
は
合
計
三
三
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
に
足
軽
が
江
戸
語
四

-
五
名
'
在
所

一
-
二
名
程
度

と

み
ら

れ

る
｡
小
人

(中
間
)
数
は
不
詳
で
あ
る
が
'
二
〇
-
三
〇
名
位
か

(こ
の
他
'女
中
七
名
余
が
い
る
)｡
こ
れ
で
み
る
と
池
田
家
の
家
臣
団
は
'

軍
役
規
定
に
比
し
て
徒
士
以
上
が
過
大
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
部
屋
住
子
弟
の
勤
役
者
約
六
-
七
名
を
含
む
た
め
か
と
思
わ
れ
る

(上
級
家

眉
と
同
姓
者
多
し
)｡
の
で
'
こ
の
数
を
差
引
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
小
人
は
在
所
村
方
か
ら
の
奉
公
人
が
多
く

江
戸
抱
者
も
い
る
｡
足
軽
'

徒
士
の
中
に
も
農
民
的
性
格
の
者
が
多
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

1
般
に
'
平
時
は
下
級
家
臣
を
少
数
で
済
ま
せ
て
い
る
が
､
幕
末
非

常
時
局
下
で
は
小
人
､
足
軽
な
ど
の
補
充
を
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡

旗
本
池
田
家
の
職
制

(支
配
機
桂
)
に
つ
い
て
は
､
後
述
の

｢
格
式
役
順
之
事
｣
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
知
り
-
る
し
､
ま
た

｢御
役
所
日

記
｣
や
地
方
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
も
役
職
名
を
あ
る
程
度
知
り
う
る
が
'
体
系
的
な
把
握
は
困
難
な
の
で
'
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に

す
る
｡

な
お
'
知
行
所
の
地
方
支
配
機
構
に
つ
い
て
は
'
在
所
用
人
の
下
に
徒
士
'

足
軽
､

小
人
ら
が
お
り
'

地
方

･
公
事
方
を
勤
仕
L
t

各
村
に
は
庄
屋

･
年
寄

･
組
頭

･
首
姓
代
が
お
か
れ
'
陣
屋
元
の
屋
形
村
に
の
み
大
庄
屋
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め

る

(宝
暦
1
三
年
｢御
触
書
｣
池
田
家
文
書
)｡
ま
た
､･
寛
政
三
年

｢
生
野
鉱
山
助
成
銀
御
借
用
入
帳
｣

(池
田
家
文
書
)
所
収
の
持
高
帳

(部
分
)

に

｢池
田
直
次
郎
御
旗
地
帳
之
表
し
と
あ
る
が
'
こ
れ
は
貸
八
代
池
田
直
次
郎
政
冒

(貫
政
三
～
文
化
四
年
在
任
)
が
施
行

し
た
本
検
地
と



い
う
意
味
で
は
な
-
'
単
な
る
地
改
め
の
意
味
に
解
さ
れ
よ
-
｡
宗
門
改
を
実
施
し
た
こ
と
は

｢
毎
年
宗
旨
改
之
節
'
御
奉
行
役
於
大
庄

屋
宅
'
為
読
聞
候
御
定
日
写
｣

(年
代
欠
'
池
田
家
文
書
)
に
よ

っ
て
知
り
う
る
｡

以
上
で
'
旗
本
池
田
家
の
概
貌
に
つ
い
て

1
応
の
解
説
を
終
る
が
'
家
臣
団
の
格
式
役
膿
'
俸
凝
'
そ
の
他
に
つ
い
て
は
'
次
項
の
旗

本
池
田
家
法
の
解
説
の
な
か
で
述
べ
る
の
で
'
本
項
で
は
省
略
し
た
｡

註(2
)

｢先
祖
雷
｣
(池
田
家
文
書
)'｢新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
'
第
五
｣

に
拠
り
作
製
.

(3
)

藤
井
･
森
谷

｢明
治
時
代
｣
(綜
合
日
本
史
大
系
)
三
四
七
頁
｡
朝

臣
と
な
っ
た
訳
本
は
､
中
大
夫

(高
家
'
交
替
寄
合
)'
下
大
夫
(千

石
以
上
の
寄
合
'
両
番
輝
)'
上
土

(千
石
以
下
百
石
以
上
)
と
称

し
た
｡
明
治
二
年
'
中
大
夫
･下
大
夫
･上
土
を
士
族
と
改
称
L
t
盲

石
以
下
は
卒
と
称
し
､
こ
れ
ら
の
家
臣
は
す
べ
て
平
民
と
称
し
た
｡

(i
)

訳
本
池
田
氏
知
行
所
淡
彩
庶
絵
図

(表
題
欠
'
幕
末
)
及
び
慶
応

二
年

｢御
在
所
御
家
中
給
田
｣

(以
上
､
池
田
宏
文
雷
)
に
拠
り
作

図
｡
な
お
､
別
に
同
知
行
所
の
櫨
彩
色
精
密
絵
図
が
現
存

(兄
上
保

氏
所
蔵
).

(5
)

慶
応
二
年

｢御
在
所
御
家
中
絵
図
｣
及
び
同
年
改
御
家
中
屋
敷
別

の
絵
図

(
1
0
舗
)
.il拠
り
作
図
.

(以
上
'
池
田
家
文
昏
).

(-
)

天
保
四
年

｢挿
磨
晶

霜

之
内
背

高
帳
｣
(池
田
家
文
誓

･

(-
)

文
化
丁

安
政
五
年

｢哲

晶

霜

之
内
知
行
所
人
数
帳
｣
(池

田
家
文
雷
)｡

(-
)

寛
竺

二
年

｢讐

晶

錆

之
内
欝

痘

｣･
明
治
二
年
｢宍

丑
年
間
丁
卯
年
迄
五
力
年
平
均
一
ヶ
年
収
納
高
取
調
帳
｣

(以
上
t

池
田
家
文
書
).

四

旗
本
池
田
家
法
に
つ
い
て

以
上
'
史
料
紹
介
の
前
妃
と
し
て
の
意
味
で
'
旗
本
家
法
の
性
格
'
旗
本
地
頭
の
階
層
楢
成

･
旗
本
知
行
所
の
全
国
分
布
､
及
び
放
本

池
田
家
の
概
貌
に
つ
い
て
'

一
応
の
解
説
を
お
こ
な

っ
た
｡

以
下
'
第
五
項
に
お
い
て
旗
本
池
田
家
法
の
全
文
を
掲
載
す
る
に
先
だ

っ
て
'
本
項
に
お
い
て
は
､
そ
れ
ら
家
法
史
料
に
つ
い
て
遂
条

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

1
七



浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

一
八

的
な
君
千
の
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
｡
な
お
'
蛇
足
の
感
は
あ
る
が
..
便
宜
の
た
め
､

1
部
に
つ
い
て
は
琴

不
･
図
解
な
ど
の
解
説

方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
｡

紹
介
の
主
対
象
と
な
る
折
本
三
千
石
池
田
家
の
家
法
史
料
は
左
記
の
も
の
で
あ
る
｡

『
御
意
之
転
相
認
覚
』

(
一
冊
)

右
の
史
料
は

｢格
式
役
順
之
事
｣
な
ど
'
旗
本
池
田
家
の
家
臣
団
に
関
す
る
十
六
項
目
余
の
規
定
を
収
載
し
た
家
法
で
あ
る
｡

た
だ
し
'
右
史
料
と
同
類
と
み
な
さ
れ
る
左
記
の
史
料
が
'
別
冊
に
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
'
追
加
の
意
味
で
こ
れ
も
紹
介
す
る
.

『
役
替
加
増
申
付
席
之
蔓
』
他

『
願
書

l
件
』

ま
た
'
右
の
家
法
制
定
者
に
よ
っ
て
'
別
に
定
め
ら
れ
た
家
臣
団
に
対
す
る
条
目
､
お
よ
び
こ
の
系
統
に
属
す
る
被
仰
波
書
が
あ
る
の

で
'
こ
れ
も
紹
介
す
る
｡
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
｡

政
美
公

『
御

条

目
』

(
一
冊
)

『
被
仰
渡
専
』

(同
追
加
を
含
む
)

(
蒜

)
(
rr
誓

議

詣

鯛
附
き

〕

以
上
の
家
法
史
料
は
'
総
じ
て
家
臣
団
に
関
す
る

規

定

で

あ

る

｡

『被

仰
渡
書
』
を
除
い
た
他
の
史
料
は
第
五
代
池
田
政
美
時
代

(質

敢
突
公

保
一
-
宝
暦
六
年
)
の
所
産
で
あ
る
｡
右
の
家
法
史
料
は
'

『
御
意
之
趣
相
認
覚
』
系
と
『
御

条

目

』
系
と
に
二
大
別
さ
れ
る
が
'
前
者
は

主
と
し
て
家
臣
団
の
恩
給

･
保
護
に
関
す
る
規
定
'
後
者
は
主
と
し
て
勤
仕
奉
公
に
関
す
る
規
定
と
い
え
よ
-
｡
こ
の
-
ち
'
勤
仕
奉
公

の
具
体
的
規
定
も
注
目
さ
れ
る
が
t.
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
恩
給
保
護
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
｡
単
な
る
俸
凝
規
定
だ
け
で
な
-
'
細
部

に
わ
た
る
保
護
規
定
が
詳
細
に
み
ら
れ
る
点
は
'
封
建
制
の
基
底
部
の
解
明
に
手
懸
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
｡
な
お

池
田
家
の
公
事
方
関
係
の
家
法
類
は
殆
ん
ど
道
存

せ
ず
'
村
方
関
係
の
御
触
書
類
は

｢御
政
道
書
｣

(宝
暦
1
三
-
天
明
六
年
)
が
や
や
整



サ
た
も
秒
と
し
て
あ
る
が
､
小
稿
で
は
省
略
に
し
た
が
う
｡
ま
ず
'右
史
料
の
ケ
ち

『
御
意
之
趣
相
誼
党
』
に
つ
い
て
み
各
こ
と
に
す
る
か

『
御
意
之
転
相
認
党
』
に
つ
い
て
｡

制
定
者
は
第
五
代
政
美
で
'
制
作
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
'
彼
の
在
任
期
間
で
あ
る
克
保

一
-
宝
暦
六
年
の
間
の
制
定
と
み
ら
れ
'
上

政
美
公

攻
契
公

掲
『
御

条

目

』
の
公
布
が
宝
暦
六
年
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
右
の
家
法
も
こ
の
こ
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡
た
だ
し
､
『
御

条

目

』
の

奥
書
に
よ
れ
は
'
政
美
公
直
筆
の
御
定
法
雷
が
あ

っ
た
が
時
節
柄
'
こ
れ
の
写
し
を
と
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
て
い
る
う
ち
に
'
逝
去
さ
れ

た
の
で
'
遺
書
伺
様
の
も
の
と
し
て
'
こ
れ
を
布
令
す
る
'
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
'
『
御
意
之
趣
相
認
覚
』
も
'

(そ
の
標
題
に
ふ
さ
わ

し
く
)
類
似
の
成
立
事
情
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
｡
序
文
に
｢
池
田
政
美
雷
之
｣
と
あ
る
の
も
同
様
の
意
味
に
解
さ
れ
よ
う
｡

こ
の

『
御
意
之
趣
相
認
党
』
の
冒
頭
に

｢
池
田
政
美
雷
之
｣
と
記
し
た
序
文

(写
)
が
あ
る
が
'
そ
の
大
志
は

｢
代
々

家
法
政
務
家
来

役
順
取
扱
先
規
之
記
録
等
令
紛
失
不
相
知
｣
'
先
例
を
欠
-

の

で
､
以
後
の
政
務
が
乱
れ
'
曲
直
が
不
分
明
と
な
り
'
家
政
を
失
墜
す
る

お
そ
れ
が
あ
り
'
先
祖
に
対
し
て
も
恐
倶
で
あ
る
か
ら
'
今
般
規
定
を
作
り
申
渡
し
た
に
よ
っ
て
'
今
後
池
田
家
代
々
の
家
法
と
し
て
守

り
'
子
孫
に
永
-
伝
用
す
べ
き
で
あ
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
家
法
の
文
中
か
ら
見
出
し
項
目
の
み
を
抽
記
す
れ
ば
'
次
の
と
お
り

で
あ
る
｡
な
お
'

｢
附
隻
｣
の
部
分
は
項
目
名
だ
け
で
内
容
記
載
を
欠
い
て
い
る
｡
た
だ
し
'
各
項
目
に
つ
け
た
番
号

･
符
号
は
筆
者
が

便
宜
附
け
た
も
の
で
あ
る

(
以
下
同
断
)
｡

川
格
式
役
順
之
事

は
給
人
以
上
家
筋
之
重

刷

高
割
之
事

は

家
替
高
割
之
重

刷

隠
居
之
面
々

宛
介
之
夏

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

脚

諸
士
粋
呼
出
仕
方
等
格
式
之
夏

の

陣
共
呼
出
宛
介
夏

は

家
老
之
後
家
江
扶
持
遣
安

納

出
入
扶
持
之
麦

㈹
家
中
之
面
々
長
屋
積
之
宝

細
岡
独
身
者
長
屋
積
之
夏

的

家
中
之
面
々
借
入
之
夏

㈹

諸
士
火
夏
装
束
等
合
印
渡
委

細

中
小
性
以
下
渡
物
之
夏

的

諸
士
用
向
申
付
外
出
供
人
之
宴

的

加
増
井
取
立
者
之
夏

〔附
隻
〕
脚

役
々

l
l

寄
誓
詞
文
言
之
事

脚

道
中
往
来
手
当
之
事

の

勤
番
先
跡
吟
味
之
事

㈹

看
病
暇
可
遣
続
相
之
事

在
所
江
暇
願
之
事

t[=〓蕩
治
参
宮
等
願
之
事

以
下
､
こ
の
項
目
順
に
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
.

6



第七表 格 式 役 順 (寛保期以降)

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

Mは
家
臣
団
の
称
式
役

肢
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
ー

第
七
表

｢格
式
役
順
｣

(寛
保
期
以
降
)
は

こ
れ
を
便
宜
琴
不
し
た
も
の
で

あ
る
｡
こ
の
格
式
役
順
と
照
応
し
た
人
月
桔

成
は
本
文
に
は
記
入
さ
れ
て
い

な
い
｡
ま
た
分
限
帳
類
'
職
制
史
料
も
欠
く

た
め
に
'
こ
こ
で
は
前
掲
の
苓

府
軍
役
規
定
な
ど
に
拠
る
人
員
の
概
数
を
掲
出
す
る

に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な

い

｡右
表
は
大
別
し
て
四
ク
ラ
ス
に
分
れ
る
｡

第

一
ク
ラ
ス
は
家
老
'
無
格
'

用
人
､
用
人
格
'
拾
人
'
給
人
格
で
あ
る
が

'
そ
の
中
軸
は
家
老
-
用
人

Ⅰ

給
人
で
あ
る
｡
こ
の
家
老

･
用
人

･
給
人
を

規
子
三
代
相
続
昇
進
し
た
者
は

｢
家
筋
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
家
老

･
用
人

･
給

人
の
中
よ
り
勝
手
向
在
江
戸
大

元
蹄
を
兼
帯
す
る
｡
家
老
に
は
用
人
の
筆

頭
者
が
な
っ
た
も
の
と

み
ら

れ

る
｡
慶
応
二
年
に
は
'

家
老
は
豊
嶋

1
(勝
手
向

大
元
絡
兼
行
)'
用
人
は
高
橋

五
左
街
門
'
酒
井
益
蔵
'
伊
藤
党
之
遊

(在
所
用
人
)
の
三
名
だ
っ
た
と
み

ら
れ
る

(｢御
役
所
日
記
｣
池
田
家
文
宮

｡

旗
本
武

鑑

(弟
永
六
年
)
に
よ
っ
て
､

三
〇
〇
〇
石
以
上
の
旗
本
家
の
重
役
名
称
の

傾
向
を
み
る
と
'
旗
本
総
数
二

二
九
人
の
う
ち

｢
家
老
-
用
人
｣
九
三
人
'

｢
用
人
｣
六
〇
人
'

｢
重
役

-

用
人
｣
二
二
人
'

｢
年
寄
-
用
人
｣

1
九
人

(以
下
略
)
と
な
っ
て
い
る

(拙

稿

｢放
本
領
の
撃
巴

前
掲
)｡
池
田
家
の
場
合
は
最
も
多
い
｢
家
老
-
用
人
｣



浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

二
二

型
に
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
給
人
な
ど
の
正
確
な
人
数
は
不
詳
で
あ
る
が
'二
一-
三
名
が
推
定
さ
れ
る
｡
な
お
'
用
人
格
と
拾
人
の

中
か
ら
目
付
を
兼
帯
す
る
｡

第
二
グ
ル
ー
プ
は
中
小
性
=
平
士
で
あ
る
｡
払
方
役
は
小
人
頭
を
兼
帯
す
る
｡
第
三
グ
ル
ー
プ
は
徒
士
で
あ
る
｡
第
四
グ
ル
ー
プ
は
足

軽
七
小
人

(仲
間
)
で
あ
る
｡
小
頭
は
足
軽
の
筆
頭
で
足
軽

･
小
人
の
頭
で
あ
る
｡
第
二
グ
ル
ー
プ
以
下
の
人
数
は
不
詳
で
あ
る
が
'
上

述
の
家
臣
団
樟
成
と
照
応
し
て
､
第
四
グ
ル
ー
プ
を
三
六
名
程
度

(内

足
軽
五
名
､
仲
間
三
l
名
)
と
み
れ
ば
'
第
二
'
第
三
グ
ル
JI
プ
は

そ
れ
ぞ
れ
八
-
一
〇
名
程
度
の
人
数
と
推
計
さ
れ
よ
う
｡
た
だ
し
'
分
限
帳
な
ど
を
欠
-
の
で
'
正
確
な
数
に
つ
い
て
は
後
究
に
ゆ
ず
ら

ね
ば
な
ら
な
い
｡

伽は
家
臣
団
の
最
高
家
柄
､
す
な
わ
ち

｢
家
筋
｣
に
つ
い
て
の
規
定
｡

家
老
'
用
人
'
給
人
を
親
子
三
代
に
わ
た
り
相
続
昇
進
し
た
者
を

｢
家
筋
｣
と
唱
え
る
云
々
｡
な
お
'
但
書
と
し
て
､
三
代
続
い
て
勤

め
た
者
は
'
格
付
で
昇
進
さ
せ
る
こ
と
｡
も
っ
と
も
不
適
任
者
は
家
柄
で
あ
っ
て
も
昇
進
さ
せ
ず
'
ま
た
稀
な
働
き
が
あ
る
者
で
も
役
順

を
飛
越
し
て
の
昇
進
は
さ
せ
な
い
'
と
あ
る
｡

㈲は
家
臣
団
に
対
す
る
知
行
高
の
規
定
｡

第
八
表

｢
知
行
高
割
表
｣

(冥
保
期
以
降
)
は
こ
れ
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
.
格
式
役
順
に
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
便
宜
類
別
し
た
｡
何

れ
も
蔵
米
取
で
あ
り
'
加
扶
持
は
徒
士
級
以
上
全
員
が
受
給
し
て
い
る
｡
役
料
付
の
者
も
い
る
｡
加
扶
持
は
最
高
は
家
老
ら
の
簸

一
グ
ル

ー
プ
が
五
人
扶
持
-
二
人
扶
持
'
中
小
性
の
第
二
グ
ル
ー
プ
が
二
人
扶
持
'
徒
士
の
第
三
グ
ル
ー
プ
が

一
人
扶
持
で
あ
る
が
､

一
人
扶
持

は
四
俵
半
程
度
で
あ
る
か
ら
本
俸
に
対
す
る
加
扶
持
の
比
重
が
大
き
い
｡

本
俸
は
､
第

一
グ
ル
ー
プ
は
家
老
の
米

1
0
0
-
五
〇
俵

(四

斗
大
儀
か
)
を
最
高
に
'
拾
人
格
の
三
〇
-
二
〇
俵
を
最
低
と
し
て
い
る
｡
第
二
グ
ル
ー
プ
は

一
四
-
〓
一俵
'
第
三
グ
ル
ー
プ
は

一
〇

億
'
第
四
グ
ル
ー
プ
は
七
-
六
俵
で
あ
る
｡
以
上
の
俸
凝
規
定
は
'
同
格
の
他
の
旗
本
と
大
農
な
い
も
の
と
滋
ら
れ
る
が
'
本
億
が
や
や



第^表 知 行 高 割 表 (寛保期以降)

格 式 別 l本 俸 l加 扶 持 l 備 考

家 老

無 格

用 人

用 人 格

絵 人

拾 人 格

家
老

･用人
･給人

納戸之老両人役料 1人3位宛

役料3依1人扶持

当分抱等金治

役料3俵当分抱等金治

近 習
勝手向小払
方役
平 士

祐 筆

馬 役

中
小
性

(平
士
)

波者ハ金給

役料2使

役料 2位

役料3俵渡 り当分抱等金治

ー

)

)

)

)

1

1

1

1

1

1

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

(

く

く

く

(

徒士 ･坊主

徒 士 日付

蔵 方

普請 奉行

物 雷

鳥 乗

;l岩上三笠芸害悪岩役料1俵

小 頭

足軽 ･坊主

小 人

足
軽

･小人

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

低
-
'
加
扶
持
が
多
い
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
｡
な

お
'
こ
の
高
割
安
に
照
応
し
た
家
臣
団
の
人
員
構

成
を
示
し
-
る
正
確
な
史
料
を
欠
-
の
は
遺
憾
で

あ
る
｡州は

家
背
高
割
に
関
す
る
規
定
｡

家
臣
が
家
替
-
跡
継
代
替
り
の
場
合
は
知
行
高

を
減
額
す
る
規
定
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
別
表
の
ご

と
き
内
容
で
あ
る
｡
儲
最
高

一
〇
〇
俵
よ
り
二
〇

俵
迄

の
者

(前
喝

第
1
グ
ル
ー
プ
=
給
人
格
以
上
)

は
三
割
減
と
な
る
｡

一
九
俵
よ
り

一
五
依
迄
の
者

は
一
四
俵
と
な
り
'

1
四
俵
よ
り

1
三
位
迄
の
者

は

〓
一俵
と
な
る
｡
一
二
俵
以
下
は
そ
の
位
据
置
｡

た
だ
し
'
減
俸
は

｢拾
俵
一l
付
三
俵
減
之
割
｣
'
つ

ま
り
三
割
減

(三
分
減
)
の
規
定
で
あ
る
か
ら
､
端

数
計
界
の
規
定
が
三
段
階
に
分
け
て
設
け
ら
れ
て

い
る
｡
つ
ま
り
'
二
1
倍
よ
り
二
三
俵
迄
は
六
俵

減
'
二
四
俵
よ
り
二
六
俵
迄
は
七
位
減
'
二
七
位

よ
り
二
九
俵
迄
は
八
俵
減
と
す
る
｡
首
位
ま
で
こ

二

三



○ 家替高割表

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

｢



第九表 隠 居 者 宛 介

○ 足軽,小人飼助=老衷または病身で勤務困粒の者は在所へ行く｡
宿無者･江戸抱者で行先の無い者または長年勤続者は下屋敷

へ出し,1
人扶持味噂750匁宛給付｡

放
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

伽
は
隠
居
し
た
家
臣
に
対
す
る
宛
介
の
現
定
.

格
式
役

個
別
に
'
隠
居
し
た
家
臣
に
対
し
'
扶
持

･
小
道
な
ど
を
宛
介
=
扶
助
し
て

い
る
｡
ま

た
'
出
席
名
目
等
の
場
合
の
座
席
を
定

め
て

い
る
｡
こ
の
規
定
は

｢
加
扶

持
｣
の
変
型

延
長
と
も
み
ら
れ
よ
う

(上
掲
'
第
八
表
参
照
)｡
こ
の
規
定
の
要
点
を
琴
不

す
れ
ば

第
九
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡
例
え
は
家
老
が
隠
居
し
た
場
合
は
､
宛
介
と
し
て

三
人
扶
持
と
小
道
銀
七
枚

(金
換
算
五
両
上

匁
)
が
給
付
さ
れ
る
｡
た
だ
し

'
六
〇
歳

以
上
病
身
者
は
差
免
さ
れ
る
｡
座
席
は
給
人
の
上

座
で
あ
る
｡
以
下
､
無
格
よ
り
徒
士

.
小
役
人
ま
で
'
そ
れ
ぞ
れ
格
差
を
つ
け
て
宛

介
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
'
足
軽
と
小
人

(仲
間
)
の
飼
助
に
つ
い
て
は
特
別
措
置
が
講

ぜ
ら
れ
て
い
る
｡

㈲
は
家
臣
の
悼
呼
出
仕
方
及
び
格
式
に
つ
い
て
の
規
定
｡

家
老
の
粋
の
場
合
に
つ
い
て
は
'
嫡
子

〓

-
一
五
歳
の
場
合
'
嫡
子

一
六
歳
以
上

の
場
合
'
粋

一
五
歳
未
満
で
家
替
相
枕
の
上
死
亡
し
弟
の
あ
る
場
合
'
悼
部
屋

住
で
死

亡
し
嫡
孫
の
あ
る
場
合
'
倖
部
屋
住
で
嫡
子
が

二

歳
以
上
に
な
っ
た
場
合
'
悼

多
く

二
､
三
男
迄
あ
る
場
合
t
な
ど
を
あ
げ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
召
出
さ
れ
て
勤
仕

す
る

時
の
勤
方
'
格
式
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
(但
昏
条

項
が
多
い
)｡

家
老
以
下
に
つ
い
て
は
'

｢
無
格
よ
り
給
人
迄
｣
の
場
合
'



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

S
は
右
の

糊の
場
合
の
枠
に
対
す
る
宛
介
の
規
定
｡

｢
家
老

･
無
格

･
用
人
｣
の
呼
出
粋
に
対
し
て
は
'
年
令
別
に
昇
紙
代
銀
三
枚
'
な
い
し
扶
持
が
給
付
さ
れ
る
｡｢
用
人
格
中
小
性
迄
｣

の
呼
出
粋
に
対
し
て
は
'
年
令
別
に
扶
持
な
い
し
金
子
'
な
い
し
米
俵
が
拾
付
さ
れ
る
｡
｢徒
士
粋
｣
に
つ
い
て
は
記
載
断
絶
欠
記
｡
(以

上
の
記
事
に
は
但
雷
条
項
が
あ
る
)｡

僻は
家
老
の
後
家
に
対
す
る
扶
持
の
規
定
｡

壱
人
扶
持
が
拾
付
さ
れ
る

(但
書
あ
｡
)｡

＼

桝
は
出
入
扶
持
の
規
定
｡

文
武
の
師
と
医
師
に
対
し
て
二
人
扶
持
な
い
し
五
人
扶
持
が
拾
付
さ
れ
､
座
席
格
式
も
指
定
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
但
書
で
は
町
人
の

出
入
扶
持
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
が
み
え
る
｡

畑
は
家
中
長
屋
の
規
格
に
関
す
る
規
定
｡

_1ー
u

格
式
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
次
項
目
の
独
身
者
の
そ
れ
に
対
し
て
'
こ
れ
は
養
介
持
=
家
族
持
の
家
中
長
屋
に
関
す
る
規

定
で
あ
る
｡

細
的両
者
を
琴
ホ
す
る
と
第
十
表

｢
家
中
長
屋
｣
紬
お
よ
び
胸
と
な
る
｡
た
だ
し
'
何
れ
も
主
と
し
て
江
戸
詰
家
中
の
長
屋

に
関
す
る
規
定
と
み
ら
れ
よ
う
｡

紬

家
族
持
に
つ
い
て
み
る
と
'
格
式
別

(足
軽
'
小
人
を
除
く
)
三
グ
ル
ー
プ
と
も
に
二
階
屋
で
あ

る
が
'
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
｡

独
立
家
屋
で
な
く

二
階
建
の

｢
家
中
長
屋
｣
と
み
ら
れ
よ
う
｡
詳
細
は
絵
図
面
を
欠
-
の
で
判
然
と
し
な
い
｡
玄
関
'
湯
殿
'
雪
隠
の

有
無
'
畳
波
､
内
作
事
自
前
持
'
畳
表
替
縛
な
ど
に
つ
い
て
現
先
さ
れ
て
い
る
｡
脚
独
身
者
に
つ
い
て
み
る
と
､
拾
人
以
上
は
平
長
屋
で

あ
り
'
そ
れ
以
下
は
寄
合
部
屋
と
な
っ
て
い
る
｡
平
長
屋
は
場
合
に
よ
れ
は
二
階
屋
で
も
よ
い
と
し
て
い
る
｡
絵
人
格
以
下
は
何
れ
も
寄

合
部
屋
で
'
畳
な
い
し
荷
緑
､
む
し
ろ
な
ど
の
冶
付
と
そ
の
代
替
親
局
が
み
え
る
｡



第十表 (A) 家 中 長 屋 (家族持)

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

七

'格 式 別 棒 造 附 帯 条

件家 老,無 柊 3RBx4RB2 階 屋 内,1間ひさし ○玄関附, 外-湯 殿 ,雪隠渡○内作事自前持○在所参勤 等の場

合15畳渡用 人 よ り給 人 造 2X3 同 上 同 上 ○ 湯殿,雪随 附○ 畳8畳波(備 中表縁

付)表替楢等自 前徒士,小役人.1.5×3同 上 同 上 ○湯殿

,雪随附Q鮎 欝 品薄鞭 無縁;(B)

家 中 長 屋 (独身者)格 式 別 l 構 造 t 附

帯 条 件家 老,無 格 3PBX4RBL
平 長 屋 ○玄関附.湯殿 ･雪隠附○二階屋の場合は2間四万,

1間ひさし○内作事

自前持○畳波 (家族持に同じ)給 人 以 上 l2-×3l
同 上 l同 上 ○湯殿,雪隠附 ･○二階屋の場合は9尺x2間,ひさ

し1間○畳渡 (家族持に同じ
)○内作事

自前持給
人格以下中

小 性 ○雪隠附8響き要塞雛○格式昇進の場

合,畳追加 (家族持も同じ)○役
附で払方,馬役等は9尺×2間又は9尺×3問平長屋独部屋給付

士 I l桝 屋 l ○

琉球2盈数渡
05年に1度畳

代足 軽 (寄合部屋) ○荷緑1枚敷波
翌年より毎年荷縁代物にて

波,初年80文,毎暮

40文○謂 諸 声
貼 矯 指 り,又は○平足軽 (7)

○むしろ1枚数汲 初年32文



浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

二
八

な
お
'
在
所
の
屋
形
村
の

｢御
陣
屋
｣
内
の
家
中
屋
敷
の
場
合
は
､
在
所
の
せ
い
か
'
江
戸
詰
家
臣
中
心
の
上
記
の
長
屋
規
定
と
は
別

格
扱
い
の
も
の
の
よ
-
に
思
わ
れ
る

(前
掲

｢
御
在
所
御
家
中
絵
図
｣
参
照
)｡
例

え
は
'
在
所
用
人
伊
藤
党
之
進
宅
を
み
る
と
'
主
屋

は
総
建
坪
四
四
坪

(平
屋
建
)
で
'
こ
れ
に
四
間
と

一
間
半
の
長
屋
門
が
附
き
'
さ
ら
に
別
途
に
物
置

(
一
〇
坪
)'
木
屋

(
三
坪
)'
雪

隠

(
一
坪
)'
土
蔵

(
五
坪
)､
井
戸
が

あ

る
｡
主
屋
の
間
取
は
t
.
座
敷

(九
畳
)'
部
屋

(
五
畳
'
三
畳
'
六
畳
'
二
畳
'
四
畳
半
'
三

畳
)'
台
所

(
1
0
畳
)'
風
呂
'
上
雪
隠

(
二
ヶ
所
)
'
内
庭
'
小
庭
か
あ

り
､
さ
ら
に
押
入
'
床
'
数
台
､
縁
側
な
ど
が
あ
る
｡
別
に

広
い
外
庭
'
垣
根
が
あ
り
'
広
い
空
地
や
蒙
で
囲
ま
れ
て
い
る
｡
全
敷
地
の
総
坪
数
は
四
九
四
坪
で
あ
る
｡
こ
れ
を
'
上
掲
の
江
戸
詰
長

屋
の
家
老
'
用
人
級
の
家
屋
に
比
べ
る
と
格
段
の
相
違
が
あ
る
｡

伊
藤
氏
以
外
の
他
の
八
名
分
も
江
戸
藷
長
屋
よ
り
は
規
模
が
大
き
く

独
上皿
の
家
屋
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
在
地
屋
敷
の
特
色

は
'
在
所
御
陣
屋
の
も
つ
中
世
以
来
の
歴
史
的
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

■ヽノ12
は
家
臣
が
役
所
か
ら
借
り
-
る
借
入
に
関
す
る
規
定
｡

こ
れ
も
注
目
す
べ
き
仕
法
で
あ
る
｡
最
上
級
の
家
老
無
格
と
最
下
級
の
足
軽

･
小
人
を
除
い
た
家
臣
団
'
つ
ま
り
用
人
よ
り
徒
士
ま
で

の
全
員
に
対
し
て
'
旗
本
役
所
よ
り
借
入
が
借
り
ら
れ
る
｡
家
老

･
用
人
を
除
き
'
彼
ら
家
老
団
は
自
分
家
来
を
も
た
な
い
も
の
と
み
ら

れ
る
｡
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
第
十

一
表

｢家
中
借
入
｣
と
な
る
｡
一た
だ
し
'
こ
の
仕
法
は
江
戸
詩
の
家
臣
に
対
す
る
措
置
と
み
ら
れ
よ
う
｡

ま
ず

｢
用
人
よ
り
拾
人
迄
｣
の
階
層
は
家
内
持
'
独
身
者
を
問
わ
ず
'
借
入
を
二
人
に

1
人
宛
の
割
合
で
借
り
ら
れ
る
｡
焼
出
の
際
は

特
に
会
所
附
小
人
を
借
用
で
き
る
｡
た
だ
し
'
無
拠
用
事
で
借
入
を
必
要
と
す
る
時
は
'
早
目
に
申
込
ん
で
お
-
こ
と
｡｢
給
人
格
よ
り
徒

士
迄
｣
の
階
層
は
'
家
内
持
と
甜
身
者
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
｡
家
内
持
の
場
合
は
'
四
人
に

一
人
宛
の
割
で
水
汲
人
を
借
り
ら
れ
る
｡無

拠
用
事
の
た
め
借
入
を
必
要
と
す
る
時
は
早
目
に
申
込
ん
で
お
-
こ
と
は
前
掲
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
｡

独
身
者
の
場
合
は
'
会
所

(負

泣
所
)
所
属
の
小
人
を
利
用
す
る
規
定
で
あ

る
｡
つ
ま
り
､
独
身
者
七
人
に

一
人
宛
の
割

(端
数
は
三
人
を
轡
見
た
場
合
7
名
増
員
)
で
小
人



第十一表 家 中 借 入

格 式 別 F借 人 数 l 備 考

○焼出の節は会所附小人を借用
○ 無拠用事の節は事前に小人頭へ申

込 置,小人借用

2人に1人宛渡用人より絵人造

○無 拠用事の節は事前に小人頭へ申
込 置,小人借用

家内持者4人に1人宛
水汲波

○会所建物 2間×3問,畳8畳数
(琉球表)○外占1間四方湯殿.3尺5寸雪隠附

○会所肘道具
手桶 2.柄杓2,大かめ1,的2
行水盟 2

0汁自前煮

警松25会姦)9遥人造1カ月15宋宛
味噌1人に付1カ月1貫目宛波

※大病にて看謹人なき者は会所借用
のこと

会所食泣所に利用者7人に1人宛の割で小人
を 置き,主食を作り渡
す (利用者端数3人超
過の場合小人1人 増
負)

給人格以下中小性
･徒士迄の独身者

(絵人格以上の者
も願により一所に
使用可)

灘
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

が
置
か
れ
､
彼
ら
に
よ
っ
て
主
食
が
作
り
渡
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
会
所

(食
泣
所
)
の
椿
造
は
二
間
×
三
間
の
広
さ
で
'
畳
は
八
畳
数

(琉
球
表
)～

外
に
一
問
四
方
の
湯
殿
'
三
尺
五
寸
の
雪
隠
附
｡
会
所
備
付
の
道
具
は
､

手
桶
二
つ
(五
合
)'
柄
杓
二
本
'
大
が
め

一
つ
(中
)'
鍋

二
つ
'
行
水
盟

二
つ
で
あ
る
｡
こ
の
会
所
食
泣
所
で
主
食
を
作
っ
て
賢
い
'
汁
は
自
前
煮

と
す
る
｡
そ
の
た
め
に
二
人
よ
り

】
五
人
迄
の
人
数
に
対
し
て
､

一
カ
月

に
薪

一
五
宋

(松
五
本
詰
)'
味
噌

一
人
に
付

-
カ
月

一
貫
目
宛
を
渡
さ
れ

る
｡
な
お
､
大
病
で
看
護
人
の
な
い
者
は
こ
の
会
所
を
使
用
す
る
こ
と
｡

ま
た
'
給
人
格
以
上
の
格
式
の
者
も
既
に
よ
り
会
所
食
波
所
を

一
所
に
使

用
し
て
よ
い
｡

ー▼-
リ

13
は
家
臣
の
火
事
装
束
と
合
印
に
関
す
る
規
定
｡

旗
本
池
田
氏
は
歴
代
に
わ
た
り
非
役
の

｢
寄
合
｣
人
が
多
か
っ
た
が
t
.

寄
合
人
中
に

｢
火
事
場
見
廻
｣
役
を
勤
仕
す
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
｡
そ

の
た
め
か
と
み
ら
れ
る
が
'
家
臣
の
火
事
装
束
の
規
定
が
特
に
設
け
ら
れ

て
い
る
｡
こ
の
規
定
に
よ
る
と
､
給
人
以
上
は
火
事
装
束
は
自
前
持
で
､

合
印
は
役
所
よ
り
支
給
さ
れ
る
｡
絵
人
格

･
中
小
性
以
下
小
人
に
い
た
る

ま
で
'
詳
細
な
規
準
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

川
は
中
小
性
以
下
へ
の
役
所
か
ら
の
渡
物
に
関
す
る
規
定
3

′tヽ

二
九



第十二表 渡 物

格 式 別 f 波 物 l補 充

中 小 性 ○桐油せいひっ自油紙裏装束もんは内袖 附 油紙
(供に出る者は中小性以上でも同断)

○膳 (日光足付)
○椀 (白粉紋内朱)

損じ次第渡

同上
3年に1度宛渡

徒 士 ○羽織代1年に金1分宛 (自分羽織着用)○桐油せいひっ黒家内袖無し,もん付装束○膳(日光足付)○椀 (白粉紋黒椀内朱)

損じ次第渡
同上
3年に1回宛渡

足 軽 ○桐油せいひっ赤袋
○膳 (日光,角々に小足有)
○碗 (内外赤椀)

損じ次第渡
同上
(3年に1度宛渡)

小 人 ○桐油,表裏共赤合羽
○ 手廻り (こんさいミかんはん,こん木綿浅黄裏
看板)

※道 具持.草履取,長柄持,鉄箱持2人,馬口2
人,度々小頭より渡す,年中着用,夏看板九月
波 ,冬看板極月波

給人格より
以下小人迄

○薯に餅渡 (勝手別帳有)

第十三表 公 用 外 出 時 の 供 人

供 人

用 人 よ り
給 人 造

○馬ノロ,夜提灯持無之節
は草履取兼

○馬差支の節は駕寵
050歳以上は駕寵
※家老 ･無格用人の草履取
は自分家来｡

給 人 格 (拾I人とl同じ1) ○馬は借りず
○遠 方の場合は想前代定の

通 ,馬にて遺すこともあ
る

中 小 性 ○入用の節は借銭 ･倍挟箱○かご代の訳,馬の事前に
同じ

○夜中は提灯持1人

徒 j=H Il l l 1 Io夜中 は提 灯持1人

足 軽 ○風呂敷 包 は添使小人
○文箱の類はかさ馬とても
可持

防
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

○



こ
れ
を
琴

不
す
れ
ば
第
十
二
表
の
ご
と
く
で
あ
る
｡
格
式
別
に
､
桐
油
せ
い
ひ
っ
'
曙

椀
､
看
板
な
ど
の
支
給
及
び
そ
の
補
充
方
法

が
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
給
人
格
以
下
小
人
に
い
た
る
全
員
に
'
碁
の
餅
が
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡

15
は
公
用
外
出
の
際
'
役
所
よ
り
附
け
ら
れ
る
供
人
に
関
す
る
規
定
｡

こ
れ
は
上
掲

細の
家
中
個
人
と
は
異
な
り
公
用

(特
別
公
用
か
)
外
出
の
際
の
供
人
で
あ
る
｡
第
十
三
表
は
こ
れ
を
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
｡
格
式
別
で
供
人
に
格
差
が
あ
る
｡
家
老

･
無
格
は
若
党
以
下
八
人
で
'
草
履
取
は
自
分
家
来
を
使
う
｡
用
人
よ
り
給
人
造

は
七

人

で
'
用
人
だ
け
は
草
履
取
自
分
家
来
使
用
｡
給
人
格
は
給
人
と
同
じ
-
七
人
｡
中
小
性
は
若
党
と
草
履
取
の
二
人
で
あ
る
が
へ
夜
中
は
提
灯

持

1
人
を
添
え
る
｡
徒
士
は
草
履
取

一
人
で
あ
る
が
'
夜
中
は
提
灯
持

一
人
を
添
え
る
｡
そ
の
他
'
馬

･
想
寵
な
ど
の
規
定
も
み
え
る
｡

16
は
加
増
及
び
取
立
者
に
関
す
る
規
定
｡

拾
米
給
金
等
を
給
付
の
際
､

正
月

一
日
よ
り
六
月
晦
日
ま
で
の
間
に
拾
付
す
る
場
合
は
t

t
カ
年
分
を
給
付
'
七
月

1
日
よ
り

二

一月

晦
日
迄
の
問
に
冶
付
す
る
場
合
は
'
半
年
分
を
拾
付
さ
れ
る
｡
加
増
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
閏
月
は
除
-
｡

足
軽
か
ら
徒
士
に
取
立
の
場
合
は
'
拝
借
金
二
両
を
-
け
ら
れ
る
｡
右
の
取
立
が
元
日
よ
る
六
月
晦
日
の
問
で
あ
れ
は
春
の
拾
米
へ
加

許
し
て
与
え
ら
れ
る
｡
こ
の
拝
借
金
は
翌
春
拾
米
よ
り
二
〇
匁
目
宛
給
米
毎
に
差
引
き
三
カ
年
で
返
済
す
る
｡
七
月

t
日
よ
り
大
晦
日
の

問
で
あ
れ
は
､
翌
年
碁
に
拾
米
よ
り
返
済
を
始
め
､
右
同
様
に
完
済
す

る
｡
小
人

(仲
間
)
よ
り
足
軽

へ
取
立
の
場
合
は
'
刀
代
金
壱
分

を
拾
付
さ
れ
る
｡
拾
人
へ
取
立
の
場
合
は
具
足
代
金
五
両
が
拾
付
さ
れ
'
用
人
へ
取
立
の
場
合
は
具
足
代
金
千
疋
が
給
付
さ
れ
る
｡
無
格

へ
取
立
の
場
合
は
記
我
欠
｡

以
上
､

『
御
意
之
趣
相
語
覚
』

(
]
冊
)
に
所
載
の
1
六
項
目
に
わ

た
る
記
述
は
'
こ
こ
で

一
応
中
断
し
て
い
る
｡
ま
だ
､
こ
の
あ
と

へ
続
-
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
'
次
の
相
集
に
よ
っ
て
も
'
ま
た
後
述
の
別
院
に
み
ら
れ
る
請
項
目
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

放
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

三
1



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

三
二

附
隻

(四
等
)
は
項
目
名
の
み
で
'
内
容
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
'
項
目
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

細

役
々
tt
寄
誓
詞
文
言
之
事

脚

道
中
往
来
手
当
之
事

伯

勤
番
先
跡
扶
持
之
事

脚

看
病
暇
可
遣
続
相
之
事

在
所
江
暇
願
之
事

□
湯
治
参
宮
等
頗
之
事

以
上
で
､

『御
意
之
趣
相
認
覚
』
の
解
説
を
終
え
る
｡
そ
の
内
容
は
主
と
し
て
家
臣
団
の
恩
給
保
護
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
'
･遂
条

的
な
解
説
を
加
え
た
｡
以
下
､
残
さ
れ
た
四
件
の
家
法
史
料
に
つ
い
て
は
'
遂
条
的
な
解
説
を
省
き
､
簡
単
に
そ
の
概
要
に
ふ
れ
る
程
度

に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
い
｡

ま
ず

『
御
意
之
趣
相
認
覚
』
と
同
類
と
み
な
さ
れ
る

『
役
替
加
増
申
付
席
之
夏
』
他
'
及
び

『
願
書

一
件
』
に
つ
い
て
み
る
｡

表
題
を
欠
い
た

『
役
替
加
増
申
付
席
之
富
』
他
は
'
上
述
の

『
御
意
之
趣
相
詔
覚
』
の
統
筈
と
み
な

さ
れ

る
同
筆
蹟
同
類
の
史
料
で

あ
る
｡
そ
の
内
容
項
目
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
渚
士
の
役
替
加
増
'
役
義
'
隠
居
家
替
な
ど
の
際
の
礼
席
'
礼
物
に
関
す

る
規
定
'
及
び
藩
士
の
縁
組
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
｡
な
お
t
的
諸
士
縁
組
之
宴
t
は
お
そ
ら
く
次
の

『
願
書

一
件
』
史
料
中
の

3諸
士

養
子
之
夏
t
に
連
続
す
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
｡

桝

役
替
加
増
申
付
席
之
豆



肖

役
替
加
増
礼
席
之
立

国

隠
居
家
替
申
渡
重

囲

役
義
礼
物
之
夏

囲

加
増
分
礼
物
之
夏

TE

隠
居
家
替
礼
物
之
宝

的

隠
居
礼
物
之
夏

的
諸
士
縁
組
之
夏

次
芯

『
願
事

一
件
』
は
諸
士
の
相
続
関
係
の
既
音
に
つ
い
て
'
そ
の
規
定
お
よ
び
願
書
文
言

(ヒ
ナ
型
)
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
記
述

は
詳
細
を
極
め
て
い
る
｡
た
だ
し
'
本
稿
で
は
'
願
雷
の
文
言
例
は
'
最
初
の
一
例
を
あ
げ
た
だ
け
で
'
他
は
省
略
し
た
L.
そ
の
内
容
項

目
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
渚
士
の
養
子
'
心
当
り
養
子
'
隠
居
家
替
跡
目
'
急
病
即
死
跡
目
願
'
惇
無
者
跡
式
な
ど
の

既
書
に
つ
い
て
'
詳
細
な
記
述
が
み
え
る
｡

川
諸
士
養
子
之
支

S
心
当
養
子
之
重

刷
諸
士
隠
居
家
替
等
跡
目
之
支

糾
急
病
LLtE:即
死
跡
目
頗
之
事
井
悼
無
之
者
跡
式
之
夏

､

さ
て
'
次
に
は
'
主
と
し
て
､
家
臣
団
の
勤
仕
奉
公
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
家
法
史
料
二
件
'
す
な
わ
ち
､

『
御
条
目
』
お
よ
び

『
徽

改
発
公

仰
渡
雷
』

(同
追
加
を
含
む
)
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
ま
ず
'

『卸
条

目
』
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
池
田
家
第
五
代
政
美
の
制
定
に

な
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
奥
書
に
よ
れ
は
'
政
夫
公
の
直
撃
に
な
る
御
家
法
書
が
あ
り
'
時
節
柄
こ
れ
の
写
を
と
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
て

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

三
三



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

い
る
う
ち
に
逝
去
さ
れ
.L
Jが
'
こ
れ
は
遺
書
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
ら
此
度
こ
れ
セ
公
布
す
る
こ
と
に
し
た
t
と
い
う
｡

こ
の
条
目
は
'
次
掲
の

『
被
仰
波
曹
』
な
ど
に
継
受
さ
れ
る
点
で
'
以
後
の
時
代
へ
影
響
を
与
え
て
い
る
｡
こ
れ
以
前
の
条
目
は
見
当

ら
な
い
｡
全
文
三
六
ヵ
条
に
わ
た
る
こ
の
条
目
の
特
色
と
し
て
は
'
単
な
る
倫
理
肘

･
教
訓
的
な
条
文
だ
け
で
な
-
､
旗
本
池
田
家
家
臣

団
の
勤
役
そ
の
他
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
具
体
的
条
項
が
多
い
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
'
上
掲

『
御
意
之
趣
相
認
覚
』
に
み
ら
れ
た

具
備
的
規
定
と
照
応
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
の
条
目
の
第

一
条
に
は

｢
天
下

一
統
之
被
仰
出
有
之
御
家
法
之
趣
'
堅
可
相
守
事
｣
と
あ
り
､
幕
府
法
の
遵
法
を
第

一
条
に
掲
げ
る

こ
と
は
'
他
の
藩
法
や
地
頭
の
家
法
な
ど
に
み
ら
れ
る
常
道
的
仕
法
で
あ
る
｡
第
二
条
以
下
の
規
定
は
剣
道
稽
古
'
礼
義
挨
拶
'
服
装
夙

鉢
'
喧
嘩
口
論
､
音
信
贈
答
､
吉
凶
振
舞
な
ど
へ
の
指
示
か
ら
､
勤
役
上
の
諸
規
定
に
及
ん
で
い
る
｡
つ
ま
り
'
上
役

･
相
役
と
の
応
対

心
得
'
詰
所
番

･
掃
除
見
分
当
番

･
目
付
役
見
廻
な
ど
へ
の
指
示
'
玄
関
番

･
門
番

･
近
習

･
表
方
用
役

･
勝
手
役
所
な
ど
の
出
勤
交
代

規
定
'
家
老

･
無
格

･
用
人

･
給
人

･
給
人
格
以
下
の
月
々
他
出
規
定
､
.給
人
以
上

･

近

習
の
直
暇
他
行
規
定
'
表
中
小
性
以
下
の
他
行

規
定
'
門
出
入
時
刻
規
定
'
役
所
勤
務
上
の
服
装
規
定
'
袷
人
格
以
上
及
び
中
小
性
徒
士
の
帯
刀
規
定
'
な
ど
で
あ
る
｡

次
に

『
被
仰
渡
春
』

(全
二
二
ヵ
条
)
は
'
上
掲

『
御
条
目
』
を
継
受
し
た
同
系
統
の
条
目
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
安
永
八

年
五
月
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
同
月
附
で

『
被
仰
渡
追
加
』
六
ヵ
条
が
追
加
さ
れ
て
い
る
｡

『
御
条
目
』
と
類
似
の
条
文
も
あ
る

が
'
ま
た
新
規
の
条
文
や
文
言
も
あ
り
'
家
臣
団
の
勤
仕
上
の
状
況
な
ど
を
知
り
う
る
史
料
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
武
芸
稽
古
'
帯
刀
'

詰
所
勤
務
'
髪
形
'
寄
合
雑
談
政
談
､
博
英
､
諸
士
他
出
､
御
供
弁
当
､
御
門
番
勤
務
'
御
門
出
入
'
火
事
羽
織
'
御
屋
敷
出
奔
者
､
な

ど
に
関
す
る
規
定
が
み
え
る
｡

な
お
､
右
の
外
に
､
享
和
四
子
年
二
月
布
令
の

『
被
仰
波
音
』

(全
一
八
ヵ
条
)
も
あ
る
が
'
こ
れ
は
右
の
安
永
八
年

『
被
仰
没
書
』
と

類
似
の
条
文
が
多
い
の
で
割
愛
す
る
こ
と
に
す
る
｡



日
H

御
意
之
趣
相
認
党

(史
料
番
号
は
半
音
注

凪
)

ペ
ー
ジ

三

五

人
茂
私
意
を
以
取
扱
'

曲
直
不
分
明

一l
相
成
､
可
失
家
政
夏
を
対

先
祖
恐
之
'
今
度
我
等
以
勘
弁
ヶ
条
之
趣
申
付
保
'
己
来
代
々
家

役
替
加
増
申
付
席
之
麦
'
他
-
-
-
-
-
-
-
…
=
‥
-
-
‥
四
六

四
九

五
二

五
五

五
七

法
と
相
守
'
子
孫
永
可
令
伝
用
者
也

年
号
月
日

池
田
政
美
書
之

〔
御
意
之
趣
相
-

〕

㈱

代
々
家
法
政
務
家
来
役
僧
取
扱
'
先
規
之
記
録
等
令

紛
失
不
相

知
'
例
無
之
以
後
主
人
時
に
乗
シ
非
分
之
政
務
有
之
欺
'
時
之
役

桝
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

‖

格
式
役
順
之
事

家
老但

勝
手
向
在
江
戸
大
元
締
着
家
老
お
冶
人
造
之
内
兼
鉢
也

無
格

用
人

用
人
格

姶
人

.
但
用
人
格
点
冶
人
造
之
内
晶

目
付
役
兼
鉢

絵
人
格

三
五



旗
本
家
法
に
つ
小
.て

(鈴
木
)

_I.近
習
中
小
佐
井
納
戸
中
小
催

但
納
戸
役
之
者
筆
頭
可
為
両
人
平
近
習
二
両
書
物
方

頭
両
人

可
申
付

払
方
役

i㌻

但
中
小
性
也
小
人
頭
兼

二

.平
近
;･=

表
中
中
性

祐
筆但

中
小
性
也

一

馬
役

‥

但
中
小
性
也
定
点
上
之
格
合
之
者
馬
之
世
話
等
致
候
夏
も
可

有
之
馬
役
与
者
申
間
数
事

-

右
中
小
性
与
.有
之
分
近
習
表
役
付

こ
よ
ら
す

一
統

■l
平
士
与

未

一l出
ス

徒
士
目
付

蔵
役但

碇
士

三

六

普
請
奉
行

但
徒
士
作
事
方
と

呼
可
申
事

料
理
人

徒
士

･
也
供
方
便
玄
関
中
番
等
相
勤
平
徒
士
也

徒
士

物
音但

祐
筆
蒜

無
之
役
人
等
も
可
遺
著
也
徒
士
席

･

徒
士

馬
乗

.

但
馬
役
It禰
無
之
馬
乗
方
馬
仕
立
等
可
致
者
也
徒
士
席

徒

士
坊

主
小
頭但

足
軽
之
内
筆
頭
晶

足
軽
小
人
之
小
頭
也
･
･.

次
坊
主

足
軽

小
人但

仲
間
与
呼

物

潜
入
以
上
履
薯
之
真



1
家
老
用
人
絵
人
家
肝
と
定
メ
侯
隻

異
音
父
之
跡
ヲ
負
其
静
々

江
孫
之
代
迄
三
代
相
続
昇
進
申
候
者
古
家
S
.与
唱
'

末
々
昇
進

為
仕
候
共
其
者
家
々
席
迄
者
何
格
与
申
義
不
申
付
'
昇
進
之
節

其
席
江
為
進
可
申
候
'
尤
共
著
家

子
鹿
之
役
席
江
昇
進
取
付
候

節

ハ
格
与
軒
義
舟
申
付
候
夏

但
三
代
統
不
相
勤
内
者
本
文
之
適
格
を
負
昇
進
申
付
候
尤
其

職
分

一l不
似
合
仁
鉢
之
著
者
為
家
柄
共
昇
進
申
付
間
数
候
'

且
希
様
之
倣
有
之
者
I1両
も
役
僧
飛
保
田
昇
進
者
申
付
間
数

候

∴

.1551.高
劃
之
事

家
老
･
五
拾
俵
舟
官
俵
迄

扶
持
方
者
可
為
五
人
扶
持

但
内
壱
人
扶
持
老
僕
扶
持

ll遮
ス
'
在
所
抱
江
戸
抱

tt
召
仕

候
共
'
上
下
政
用
等
井
在
中
懸
増
等

一
切
不
適
保
安

無
格

四
拾
五
俵
Je
七
拾
俵
迄

四
人
扶
持
訳
同
断

用
人

三
拾
俵
Je
四
拾
五
俵
迄

四
人
扶
持
訳
同
断

用
人
格

弐
拾
五
俵
舟
三
拾
五
俵
迄

三
人
扶
持

L

但
借
三
人
Tl紹
僕
扶
持
不
遼
寧
,
‥

放
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

拾
人

弐
捨
俵
旦
二
拾
依
迄

三
人
扶
持
沢
同
断

絵
人
格

弐
拾
俵
旦

二
拾
俵
迄

弐
人
扶
府
択
同
断

近
習

拾
四
俵
弐
人
扶
持

畑
諾

紀
者
両
人
役
料
壱

但
家
柄
之
者
等

ハ
高
給
之
者
茂
可
有
之
役
料
等
不
寄
市

警

向
小
払
方
役

拾
四
億
弐
人
扶
持
豪

農

棚

l-

但
右
同
-

･

平
士
之
分

拾
弐
俵
弐
人
扶
持

祐
筆

同

但
当
分
抱
等
金
絵

馬
役

同

･

役
料
三
俵

但
当
分
抱
等
金
治

役
料
ハ
同
前

徒
士
打
坊
主

拾
俵

壱
人
扶
絡

但
渡
者

ハ
金
給

徒
士
目
付

蔵
方

普
請
奉
行

(…
悶

役
料
弐
俵

役
料
弐
俵

役
料
三
俵

軌
を
鳳
来
汲
㌢
瞥
分
抱
等
金
治
'
役
杵
ハ
同
前

-

三
七



折
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

右
弐
人
扶
持
之
者
妻
引
諸
侯
ハ
ゝ
半
扶
持
増
可
遣
'
壱
人
扶
持

波
候
者

ハ
弐
人
扶
持
渡
と
直
し
可
道
草

小
頭

七
俵

.
･
但
内
壱
俵
在
中
懸
増

役料
壱俵

担
足
軽
咋
愉
小

役
人等右之
通

､

足
軽

坊
主

七
俵

内
壱
俵
同
断

小
人
･
六
俵

同

者
高
割
之
首
俵
ヲ
限
其
上
役
料
足
高
等
其
代
壱
代
限
り
一品

家

替

割
合

ll
不
入
夏

但
足
高
役
料
等
者
其
格
合
定
メ
本
高
壱
倍
迄
茂
可
遣
其
人
之

切
望
不
由
勘
弁
可
有
心
得
事

㈹

家
替
高
割
之
夏

1
諸
士
跡
式
弐
拾
俵
舟

首
俵
迄
三
分
減

但
拾
俵

二
付
三
俵
減
之
割
､
半
有
之
時
割
合
廿

一
俵
ヨ
リ
廿

三
俵
迄
者
六
俵
減
'
廿
四
俵
ヨ
リ
廿
六
俵
迄
着
七
俵
減
､
廿

七
俵
ヨ
リ
廿
九
俵
迄
者
八
俵
減
与
半
有
之
者
三
段

ll
割
下
ケ

可
申
夏
'
三
治
俵
背
走
メ
之
通
三
分
減
九
俵
之
減
也
'
首
俵
遥

三
八

半
有
之
分
割
方
右
之
通
也
'

尤
其
家
之
高
ll市

一
度
減
侯
得

着
後
不
滅
候
'

併
名
跡
者
格
別
也
､
共
著
家
之
高
言

三
分

減

)
皮
減
債
得
ハ
夫
ヲ
家
替

一l
相
克
可
申
候
'
縦
首
俵
之
者

七
拾
俵

tt
家
替
申
付
供
緒
着
其
粋
点
者
末
々
迄
茂
七
拾
俵
之

家
替
無
相
違
可
遣
宴
'
且
其
者
大
切
有
之
首
俵
余

一l
相
減
候

共
家
替
ハ
七
拾
俵
遣
'
兎
角
剖
者
首
俵
ヲ
限
可
申
候
'
首
俵

以
下
之
著
者
其
家
■高

高
給
之
時
ヲ
建
三
分
減

一l
可
申
付
'

縦
祖
父
七
拾
俵
一高

悼
家
替
三
分
減

晶

四
拾
九
俵
遣
'

其

後
勤
柄
l高

加
増
七
拾
俵
余

二
相
成
侯
得
者
其
高
ヲ
以
亦
倖

三
分
減
也
'
初
四
拾
九
俵
LltE
居
り
候
著
者
家
替
如
元
四
拾

九
俵
也
'
首
俵
以
下
弐
拾
俵
迄
如
此

二
俣

1
拾
五
俵
舟
拾
九
俵
迄
跡
式
拾
四
俵

ll成
ル
'
拾
四
俵
以
下
者
拾

弐
俵

一l成
'
拾
弐
俵
以
下
跡
式
者
其
僅
可
道
真

但
是
又
前
条
之
心
持
を
以
家
之
高
言

減
ヲ
立
可
申
夏

㈲

隠
居
之
面
々
宛
介
之
夏

1
家
老
隠
居

三
人
扶
持

小
道
銀
七
枚

融
怒

両
卜

但
六
冶
歳
月
上
LItE
満
身

ll
候

ハ
ゝ

可
差
免
若

l
統

一t
出
席



名
目
等
出
候
夏
有
之
時
分

ハ
座
席
給
人
庄
上

品

畑
井

莞

扶
持

小
道
聖

枚

旭
暴

雨
卜

右
同
断
'
席
近
習
之
上

一
朗
仙
籍

仙
性

弐
人
扶
持

味
噌
月
々
壱
〆
目
宛
渡
ス

右
同
断
'
但
跡
目
無
之
者
斗
小
道
弐
首
疋
可
通
事
'
席
中
小

性
末
座

一
帽
㌘

井
飼
介
等

壱
人
扶
持

譜

加
紀
訳

篭

味
噌
壱
〆
目
宛
月

々
渡
ス

右
同
断
'
席
徒
士
之
末
座

右
之
面
々
数
年
相
勤
候
歎
'
勤
之
内
大
切
有
之
者
外

It
少
々
心
附

可
有
之
､
定
法
者

一
遇
相
背
申
間
数
候
若
此
方
ヨ
リ
申
付
候
隠
居

等
LItE:,珂
候
訳
者
之
候
者
養
候
迄

-1
宛
介
可
遣
候
宴
'

尤
不
寄
格

合
候

但
席
順
者
立
置
候
迄
平
日
可
人
事
ニ
ー
あ
ら
す
'
名
目
等
出
候

節
右
之
趣
年
給
六
日

ll
礼
者
隠
居
共

1
統
'
順

tl
可
出
事

一
足
軽
小
人
飼
助
者
老
衰
難
相
勤
歎
'
病
身

二
田
難
相
勤
者
在
所

一l
可
参
'
ー宿
無
之
者
井
江
戸
抱
者
宿
致
吟
味
'
可
参
方
無
之
者

所
木
家
路
に
つ
い
て
.
(
鈴
木
),A

欺
'
亦
者
代
ヲ
重
年
久
敷
極
差
衷
迄
相
勤
候
者
下
屋
敦
江
出
シ

壱
人
扶
持
味
噌
七
百
五
拾
目
宛
遣
之
飼
介

ll
可
致
供
'
夏
冬
志

の
義
不
相
成
候

ハ
ゝ
時
之
役
人
可
有
勘
弁
'
但
不
相
応

一l
差
遣

候
事
堅
ク
可
令
停
止
候

㈲
藩
士
粋
呼
出
仕
方
井
格
式
之
吏

1
家
老
嫡
子
拾

1
歳
舟
拾
五
歳
迄
勤
方
子
共
座
席
絵
人
格
可
為
末

席
夏但

拾
五
歳
未
満

t̀tE
父
相
果
家
替
申
付
候
者
座
席

絵
人
格
可

為
末
席
'

当
歳
晶

茂
同
前
之
吏
'
十
六
歳

二
相
成
候

ハ
ゝ

蒔
絵
人

工
申
付
'
尤
勤
方
平
士
之
通
供
等
茂
可
致
候
'
席
新

古
可
相
立
事

一
同
十
六
歳
舟
絵
人

一l
申
付
'

勤
方

ハ
平
士
之
通
供
等
茂
可

致

宴
'
座
蹄
新
古
立
可
申
候
事

但
十
六
歳
二
両
家
替
申
付
候

ハ
,
用
人
格
可
為
末
席
事

l
家
老
勤
候
者
悼
拾
五
歳
未
満
之
内
家
替
相
続
之
上
相
果
候
共
共

著
弟
有
之
候
者
嫡
子
之
通
申
付
之
事

但
順
養
子

ll
申
付
段
々
相
果
候
共
末
子
迄
同
前
之
吏
'
弟
無

三
九



浜
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

･
之
著
者
拾
五
歳
未
満
家
替
後
相
異
候
典
養
子
申
付
候
真
一
.本

･
文
之
通
格
式
に
可
申
付
事

一
家
老
悼
部
屋
佳
品

相
果
嫡
孫
有
之
候
者
悼
.tL
可
児
妄

但
惣
領
之
外

ll
男
子
有
之
者
右
之
趣
晶

嫡
子
相
果
嫡

孫
未

幼
年

tl
候
者
二
男
三
男

一l
寄
ス
'
惣
領
一l
相
立
嫡
孫
を
右
之

,
者
惣
領

二
可
致
事

l
同
伴
部
屋
住
.I而
嫡
子
有
之
成
長
候
者
十
･l
歳
舟
召
出
勤
方
子

共
座
滞
給
人
格
可
為
末
席
事

但
祖
父
家
老
相
勤
候

二
付
父
冶
人
た
り
と
も
右
之
通
可
申
付

事
､
家
老
相
勤
候
者
孫
迄
者
右
之
通
其
後

ハ
可
寄
父
ノ
格

一
家
老
障
多
言

二
三
男
召
出
候
節
者
新
家

l1転

出
候
故

二
男
者

可
為
近
習
三
男

ハ
壱
通
り
之
可
為
平
士
麦

1
納
畑
釦

之
竿

一
歳
阜

五
歳
迄
席
-

辛

-

六
歳
舟

平
士
勤
方
近
習
表

一l
寄
ス
'
新
古
相
立
可
動
事

品

瑠

跡
式
中
付
候
節
ハ
十
六
歳
色

絵
人
格
可
為
事
'
勤

方
平
士
之
通
十
五
歳
未
満
-品

家
替
相
続
之
節

ハ
其
者
十
六
歳

tl
相
成
候
迄
ハ
近
習
筆
頭
､一l
可
申
付
置
事
'
且
勤
方
子
共

1
用
人
格
舟
拾
人
格
迄
之
倖
可
為
平
士
事

.

四
〇

但
拾
五
歳
未
満
之
節
ハ
子
共
十
六
歳
舟
格
可
相
立
候
'
部
屋

住
.晶

も
同
前
之
事

,l
平
子
之
分
悼
十

1
歳
舟
十
五
歳
迄
子
共
十
六
歳
舟
父
之
通
可
為

平
士
家
替
二
両
も
同
前

徒
士
目
付

霜

か
雄
人

件
望

竿

二
軍
l而
十
五
歳
迄
'
十
六
歳
蒜

父
之

通
徒
士
家
替
も
同
断

一
諸
士
粋
共
呼
出
候
者
新
古
相
立
申
供
宴

但

1
統
J
l
呼
出
候
事
右
之
節
ハ
父
之
順
It
可
随
事

S

粋
共
呼
出
宛
介
之
夏

.1
家
老
無
格
用
人
悼
十

一
歳
舟
十
三
歳
迄
､
昇
紙
代
銀
三
枚
'
十

四
歳
冶
十
五
歳
迄
昇
紙
代
銀
五
枚
'
十
六
歳
舟
拾
壱
俵

一l壱
人

半
扶
持

但
父
之
宛
介
す
俵
茂
遣
過
分
成
者
如
此
其
余
者
壱
人
扶
持
可

一
道
事

.

一
用
人
格
舟
中
小
性
迄
悼
十

一
歳
ぶ
十
三
歳
迄
壱
人
扶
持
'
十
四

歳
舟
十
五
歳
迄
金
弐
両

≡
官
人
扶
持
'
十
六
歳
拾
俵

一l
軍
人
半



扶
持
同

着
悼
共
部
屋
住
ItTE
妻
引
取
候
膚
弐
人
扶
持
ヲ
直
可
迫
真
'
'.
但
別

宅
lltE!も
同
前
‥.Y

一
徒
士
悼
共

(欠
記
)

一

∴

.:

...

㈱
家
老
之
後
家
江
扶
持
過
重

一
家
老
相
異
保
田
妻
有
之
節
者
家
替
之
者
実
母
養
母
た
り
共
壱
人

扶
持
差
遣
候
夏

但
家
女
た
り
共
悼
実
母
一l
候

ハ
､
壱
人
扶
持
差
迫
之
麦
､
父

存
生

一l
其
沙
汰
無
之
候
共
此
後
母

1一
可
順
候
'
尤
不
及
願
出

工

等
候

細
′出
入
扶
持
之
安

r

l

文武
之
師
井
医
師
弐
人
扶
持
Je
五
人
扶
持
迄
､･.
夫
止
上
道
候
者

･相
応
之
宛
介
差
遣
引
取
可
申
候
'

其
芸
斗
ヲ
相

立
撰
者
格

給

人
'
宕
家
之
用
向
兼
鉢
相
勤
候

ハ
､
夫
々
之
可
為
格
式
事

但
家
江
適
確
有
之
出
入
扶
持
等
差
遣
候
町
人

ハ
独
礼

一l
可
申

付
事
'
古
借
等
之
訳
Lt

tE
差
遣
扶
持
之
者
者
可
為

1
統

事
'

桝
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

尤
町
人
目
見
之
分
訳
有
之
着
格
別
'
其
余

ハ
主
年

三
甘
皮
宛

可
為
事

一
出
入
扶
持
市
己
之
節
家
中
例
席
申
付
着
用
人
上
座
可
為
事

_1.1
り

Io

･家
中
之
両
々
長
屋
税
之
喜

一
植

樹

祭

持

長
雪

面

一-
四
間
二
倍
屋

但
壱
間
者
ひ
さ
し

但
玄
関
附
外

一l
湯
殿
雪
隠
可
法
事
'

内
作
事

ハ
手
前
-1相
可

致
事
t.
在
所
参
勤
等

一l
候
得

ハ
畳
拾
五
畳
可
迫
真

一
用
人
お
給
人
造

三
間

Lt
三
間
二
階
家

内
壱
間
ひ
さ
し

但
外

ll
湯
殿
雪
隠
附
可
迫
､t
備
中
表
縁
と
り
畳
八
畳
可
差
遣

表
替
縛
等
手
前
I二
E
可
致
事

一
冶
人
格
中
小
性

弐
問

ll
三
間
二
糖
屋

.

.内
壱
間
ひ
さ
し
也

但
湯
殿
雪
隠
附
可
迫
'
琉
球
畳
無
縁
六
畳
可
差
迫
'
表
替
繕

等
手
前
It而
可
致
事

一
徒
士
小
役
人

九
尺

一二
二
間
二
階
屋

四

一



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

但
壱
間
ひ
さ
し

但
湯
殿
雪
隠
附
可
遣
､
琉
球
畳
無
縁
五
畳
可
差
遣
'
表
替
繕

手
前
LLtE
可
致
事

･

右
者
養
介
持
候
者
11倍
屋
茂
市
割
合
'
何
茂
湯
殿
雪
隠
入
用
晶

作

事
可
差
遣
事
､
其
外
内
作
事
ハ
手
前
晶

可
致
事
'

惣
鉢
長
屋
拝

等
不
成
仕
様

ll
可
致
事

㈹

同
独
身
者
長
屋
積
之
夏

1
細
管

身

平
長
屋
妻

間

二
四
間

内
壱
間
ひ
さ
し

但
玄
関
其
内

tl
付
可
遣
'
二
倍
屋

ll候
得
者
弐
問
四
方

三
唱

.
間
之
ひ
さ
し
玄
関
同
断
内
作
事
ハ
手
前

1
治
人
以
上

独
身

一t
平
長
屋
弐
間

三
二
間

内
壱
間
ひ
さ
し

但
二
倍
屋

一l侯
得
ハ
九
尺
弐
間
壱
間
之
の
ひ
さ
し
､
畳
遣
候

事
前

ll
同
'
内
作
事
手
前

右
独
身
之
者
書
面
之
遇
二
倍
家
平
家
蒜

間
数
如
此
可
道
真
'

尤

湯
殿
雪
隠
者
附
ケ
可
道
真

四
二

一
拾
人
格
以
下
中
小
性
之
分
寄
合
部
屋

琉
球
畳
三
畳
宛
渡

謂

詐

波
ス
'
内
作

五
年
竜
虎
畳
代

右
蕨
初
出
勤
之
節
畳
差
遣
'
其

後
者
極り
之

畳
代
五
年

三
P

度
宛
可
遣
'
格
式
昇
進
候
者

右

畳
江足シ

可

遣
､
養
介
持
晶

も
同
断

但
役
附
lttE
払
方
馬
役
等

ハ
九
尺
弐
間
或
者
九
尺
三
間
之
平

長
屋
独
部
屋
可
遣
事

一
徒
士

寄
合
部
屋
琉
球
弐
畳
教
遣
ス

五
年

三
唱
度
畳
代

右
前
条
之
通

但
蔵
役
作
宴
馬
乗
等
是
又
九
尺
弐
間
或

ハ
九
尺
三
間
之
平
屋

∵

独
部
屋
可
通
事

l
足
軽

荷
縁
壱
枚
数
渡
ス

右
京
初
取
立
候
節
相
渡
シ
翌
年
舟
荷
縁
代
物
L二
E
波

欝

臥
針
斑

､

但
小
頭
者
部

屋
之
内
二
枚
数
し
き
り
候
欺
'
亦

ハ
片
寄
せ
供

市
境
さ
せ
相
磯
ス
'

尤
荷
蔵
代
年
々
相
渡
事
'
乎
足
軽
同
前



.

尤
二
枚
代

一

･

一
小
人

む
し

ろ

壱
枚
数
渡
ス
'
初
年
三
拾
弐
文

右
寅
初
部
屋
入
候
時
調
波
シ
翌
年
丘
毎
年
む
し
ろ
代
十
六
文

宛

12
.
家
中
之
面
々
借
入
之
支

l
用
人
終
身
姶
人
造

両
人

ll
壱
人
宛

若
焼
出
給
候

ハ
､
会
所
附
キ
ヲ
用
ル

但
無
拠
用
夏
有
之
節

ハ
前
広

三
小
人
頭
迄
申
込
小
人
借
可
申

候

(汲
)

一
給
人
格
身
中
中
性
徒
士
迄
家
内
持
候
者
四
人

lI
壱
人
宛
之
水
扱

渡
ス但

無
拠
用
事
等
者
前
広
中
人
頭
江
申
込
置
小
人
倍
可
申
候

一
絵
人
格
以
下
中
小
性
徒
士
会
所
食
渡
所
七
人

It
壱
人
宛
之
頓
人

l

差
置
候
人
倣
腰

芸

人
過
不
足

ハ
不
増
三
人
～
可
執
事

右
之
格
合
以
上
之
者
も
勝
手
晶

相
願
候
得

ハ
1
所

l一
用
ル

右
会
所
弐
間

ll
三
間
'
外

三
唱
間
四
方
湯
殿
三
尺
五
寸
雪
隠
付
ケ

可
相
波
'
大
病
等
蒜

看
病
人
付
候
節
人
支
晶

付
人
無
之
時
分

ハ

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

会
所

一l
可
屈
夏
'
会
所
畳
八
畳
'
尤
琉
球
tl市
波
ス

五
合

中

会
所
附
道
具
手
桶
弐
ツ

柄

杓

弐
本
大
か
め
壱
つ

鍋
弐
つ
行
水

盟
弐
つ

右
可
波

(煮
)

但
汁
手
前
較

'I田
弐
人
舟
拾
五
人
迄
者
薪
壱
ヶ
月
に
松
五
本

詰
真
木
拾
玉
東
味
噌
壱
人

一l
付
壱
〆
日
宛
波
･

13
諸
士
火
室
装
束
井
合
印
波
夏

一
絵
人
以
上
自
分
火
宴
装
束
也
'
平
士
JQ見
苦
数
無
之
様

lt
可
心

懸
安
'
合
印

1
統

一l
此
方
舟
可
相
渡
夏

右
可
渡
宝

1
給
人
格
井
中
小
性
之
分
火
宴
羽
織
黒

後
')崩
ノ
統

語

同
断
壱
枚
志
こ
ろ

御
覧

他
紙
之
等

襟
地
木
綿
羽
織
馬
栗
ヲ
明
ル

一
徒
士
火
宴
羽
織
黒

頭
巾
同
断
胸
当
同
地

自
木
綿

1̀両
銘
々
自
分
紋
附
追
ス
象
股
引
こ
ん
木
綿
と
も
袈
麻

三
尺
手
拭

但
火
事
羽
撤
馬
乗
不
明
且
馬
来
者
陪
込
共

ll
迫
ス
羽
織

tl
馬

四
三



折
本
家法に
つ
い
て

(鈴
木
)

襟
地向キ
指
布
滞

･

･
釣
印
自
木
綿
白
楢
苅

丈
幅
相
応

丈食
う

詣

巾
霜

但二
枚
上
滞
ヲ
以
綴
之
也

五
寸
四
方
上
竹
入
ヒ
モ
-

モ
切
ニ
テ

の
り
可
明

:

夏

ハ
塗
笠
波
ス
∵

1
足
軽
火
宴
看
板

Aj
ん
木
綿
渡
.

-

∴
襟
向

木
綿
合
印

一
統
胸
当

無
役

こ
ん
木
綿
象

股
引
毒

謂

細
さ

一
小
人

法
皮
こ
ん
木

綿
渡

襟
印
無
之

夏
冬
は
り
か
さ



1
足
軽

桐
油
せ
い
ひ
っ
赤
宗

損
シ
次
第

膳

日
光

膳
角
々
小
足
有
之

損
シ
次
第
同
断

椀
･･内
外
赤
椀

一
小
人

桐
油
表
裏
共

一l
赤
合
羽

但
手
廻
り
者
肩
当
切
レ
付

毎
年
渡
ス

手
廻
り

五
月

こ
ん
46
い
ミ
か
ん
は
ん
波
ス

極
月

こ
ん
木
綿
浅
黄
表
看
板
波
ス

右
夏
冬
手
廻
り
江
看
板
両
度
波
ス
道
具
持
'
草
履
取
'
長
柄
持

釈
箱
持
二
人
'
馬
口
二
人
'
度
々
小
頭
舟
渡
'
年
中
為
蔚
'
夏

看
板
者
九
月
流
シ
遣
ス
'
冬
看
板
者
極
月
流
し
遣
ス

]
絵
人
格
舟
以
下
小
人
迄
暮

-1
餅
可
追
候
'
勝
手
別
帳
記
之

15

諸
士
用
向
申
付
外
出
供
人
之
夏

一
紙
舶

蓑

弐
人

道
具
持

慧

持

草
履
取

但
自
分
家
来

馬
ノ
ロ
両
人

沓
寵
持

合
羽
範
壱
荷

但
夜
挑
灯
持
加
入
之
田
ハ耳
卓
尾
取
兼

品

仙
削

若
党
壱
人

道
具
持

慧

持

草
履
取

但
用
人
ハ
自
分
家
来

馬
口
二
人

合
羽
竹
馬

但
攻
防
灯
持
同

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

右
馬
差
支
候

ハ
､
駕
寵
'
但
五
拾
歳
以
上
者
可
為
駕
寵
真

一
治
人
格
者
絵
人
同
断

但
馬
着
不
倍
遠
方

tt候

へ
ハ
帝
縫
代
克
之
通

馬
II而
近

事

も
可
有
之

l
中
小
性

君
党
草
履
取
'
夜
中
桃
灯
持
壱
人
同

但
入
用

ll
候
時

ハ
借
地
倍
挟
箱
か
こ
代
之
訳
前

一-
同
'
馬
之

宴
同
断

-
徒
士

草
履
取
壱
人

夜
中

ハ
桃
灯
持
壱
人
同

1
足
軽

風
呂
敷
包

ハ
添
便
小
人

文
箱
之
類

ハ
か
さ
馬
ll市
も

可
持

場

加
増
井
取
立
者
之
夏

)
冶
米
冶
金
等
申
付
候
節
者
正
月
朔
日
舟
六
月
晦
日
迄
壱
ケ
年
分

可
遣
'
七
月
朔
日
Je十
二
月
晦
日
迄
者
半
年
分
可
迫
真

但
加
増
も
同
前
之
宴
'
且
閏
月

ハ
除
之

一
足
軽
舟
徒
士
江
取
立
候

ハ
､
金
弐
両
拝
借
可
申
付
宴
'
右
取
立

元
日
ぶ
六
月
晦
日
迄

ハ
春
之
姶
米
江
足
金
追
ス
'
拝
借
金

ハ
翌

春
拾
米
お
弐
拾
目
宛
拾
米
毎

l〓
]1ヶ
年

ll
上
納
､
七
月
朔
日
Je

四
五



･

阪
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

大
晦
日
迄

lI
申
付
候

ハ
､
翌
年
暮
Je
右
之
通
上
納
之
夏

1
小
人
丘
足
軽
江
取
立
刀
代
壱
分
遣
ス

一
冶
入
江
具
足
代
金
五
両

一
用
人
江
具
足
代
金
千
疋

一
無
格
江

(欠
記
)

(以
下
闘
)

(附
等
)

(
寺

題

欠

)

役

…

毒

詞
文
言
之
事

一

(附
等
)

道
中

往
来
手
当
之
事

一

(附
等
)

勤
番
先
跡
扶
持
之
事

看
病
暇
可
遣
統

相
之
事

在
所
江
暇
頗
之

事

□

湯
治
参

宮
等
願
之
事

ノヽ一

役
替
加
増
申
付
席
之
真

ntM【一
家
老
無
格
用
人
昇
進
於
居
間
申
渡
僻
事

･
但
家
柄
一l
依
田
申
付
傍
受
､

亦
者
勤
柄

扇̀

申
付
保
共
訳
自

書

一l
相
認
職
分
同
道

ÌtE
訳
出
候
節
申
渡
可
相
渡
事

一
朗
<<
柵
曾

遊
於
馴
脂
数
申
漂

事

但
家
柄
勤
柄
等
之
訳
自
書

一l
相
認
職
分
之
者
罷
出
呼
出
右
書

付
取
次
可
相
渡
事

一
中
小
性
之
分
t､
溜
座
敷
江
職
分
之
者
出
席
､

共
著
頭
同
道
蒜

罷
出
昇
進
申
付
趣
月
番
職
分
之
者
書
付
を
以
申
渡
候

但
大
元
〆
目
付
立
会
可
申
候

一
往
土
井
坊
主
迄
'

鏡
之
間
晶

職
分
出
席
申
渡
候
右
之
趣
中
小

性
通
不
可
及
昏
付
二
者
事



伍
足
軽
･he徒
土
江
堅

止
同
断

1
足
軽
之
分
'
目
付
立
会
頭
ぶ
申
渡
候
鑓
之
間
緑
江
呼
出
可
申
付

〕

役
替
加
増
礼
席
之
夏

家
老

･
牌
畑

於
居
間
可
請

鯛
紛
露

人
真

之
択
蔓

一
柳
職

於
小
座
敷
可
請

同
断

l
徒
士
之
分

溜
庄
警

而
通
懸
ケ

約
鑓

蟹

礼
之
択
可
申

一
足
軽
之
撰
者
申
付
之
節
惣
役
人
共
迄
部
屋
頭
召
連
礼
可
廻
事

EiiZl
三

隠
居
家
替
申
渡
夏

(一
家
老
ぶ
用
人
迄
於
溜
座
敷
職
分
出
席
申
渡
ス
大
元
〆
目
付
出
席

可
有
候

･

但
礼
席
前
岡

1
用
人
格
点
中
小
性
迄
'
於
職
分
詰
所
申
渡
ス
出
席
同
断

但
礼
席
同
断

t
徒
士
之
面
々
'

職
分
於
詰
所
支
配
頭
江
可
談
頭
分
同

席
蒜

頭

舟

可
申
渡
'
出
席
l司
断

斑
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

役
義
礼
物
之
夏

家
老

手
綱
弐
筋

嫡
子
江
扇
子
拾
本
入
代
拾
匁

的
鮎
誓

冨

屠
-

江
可
荊

奥
方
江
同
断

男
女
隠
居
有
之
節

ハ
小
肴

一
折

無
格
用
人
迄

扇

子

絵

本

入

嫡
子
江
扇
子
五
本
入
代
五
匁

鮒
相
認

諾

幣

紙
出
事

奥
方
江
同
断

隠
居
同
断

用
人
格
姦

人
造

学

髄
禁

匁
同
断

嫡
子
江

扇
子
三
本
入
代

弐
匁

五
分

給
人
格
中

小
性
迄

学

虻粥
幾

分
同
断

嫡
子
江

弐
本
人
壱
匁

五分

徒
士

雪

岩

船
五
分

加
増
分
礼
物
之
麦

家
老
無
路
用
人
造

扇
子
拾
本
入

代
拾
匁



旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

嫡
子
江
五
本
入
代
五
匁

奥
方
小
肴

一
折

隠
居
小
折

用
人
格
拾
人
造

扇子
五
本
入

･
代
五
匁

嫡
子
江

三
本
入

弐匁五
分

給
意

中

中
性
迄

学位
票

五
分

嫡
子
江

弐
本
人

壱
匁五
分

徒
士
者
不
礼
趣
役
人
迄
可
申
事

六

隠
居
家
香
礼
物
之
安

′...-ヽ東

替
高
拾
弐
俵
昔

俵
迄
之
者

学

僧
a
r<p
匁

由

弐
拾
壱
俵
･W

l拾
俵
迄
之
者

学

位
糾
私
匁

同
三
拾
壱
俵
-

拾
俵
迄
之
者

学

祭

畝

同
四
拾
壱
俵

豊

拾
俵
迄
之
者

学

欝

か

同
五
拾
壱
俵
己
上
面
々

手
綱
僻
朗
嘉

四
八

也

隠
居

礼
物
之
夏

′.._ヽ
家
老
隠
居

扇
子
五
本
入

弐
拾
五
匁

病
気
之
者

ハ
名
代

無
終
身
給
人
造

扇
子
三
本
入

弐
拾
五
匁
五
分

同

冶
人
格
冶
中
小
性

礼
斗

同

徒
土
着
役
人
迄
可
申
候

右
何
茂
礼
席
小
座
敷
家
替
用
人
以
上

王
侯

へ
ハ
口

付

諸
士
縁
組
之
夏

′.-1
家
中
舟
欺
亦
他
家
蒜

も
面
々
相
応
之
者
可
致
縁
組
'

願
書
文

言

(略
)

右
願
相
済
候
而
先
方
主
人
江
者
為
願
可
申
候
'
先
方
.三
El
不
相

右
嫡
子
江
も
同
断
､
用
人
以
上

ll
家
督
申
付
保

ハ

隠
居
江
も

1
内
抱
小
者

済
候
者
願
書
断
申
達
下
ケ
可
申
候

一
家
女

l-
候
両
件
有
之
章

二
致
願
書
文
言

(略
)



一
下
女

二
引
取
侯
著
者
親
元
書
出
可
申
侯
'
文
言

(略
)

]
私
悼
誰
義
兼
tE!
病
身

-1
御
座
候

一l
付
'
幼
年
冶
色
々
養
生
仕
候

得
共
'
始
終
難
見
屈
ケ
鉢
御
座
候
'
依
之
弟
誰
義
嫡
子

二
仕
度

率
頗
候
以
上

年
号
月
日

■
〔
隈

曹

-

件
〕

㈱

何

々

誰

親
遠
縁
頬
之
内
壱
人
加
判

M
諸
士
養
子
之
夏

一
諸
士
悼
病
気
亦
者
不
見
屈
様
子
蒜

弟
共
有
之
嫡
子

一-
可
頗
夏

実
子
無
之
著
者
義
子
可
致
事

右
養
子
之
者
病
死

tl
候

ハ
､
五
人
迄
者
養
子
可
申
付
侯
'
致
弟

子
雅
兄
屈
趣
l品

変
替
養
子
三
人
迄
可
承
屈
'

且
隠
居
家
替
申

付
後
難
見
届
趣
ヲ
申
放
線
養
子
願
者
壱
人
切
可
承
屈
候
事
'
其

上
着
及
末
期
規
遠
縁
類
朋
友
願
候
上
-1田
跡
式
申
付
候
事

嫡
子
病
身
三
m
弟
惣
敬

一l
相
願
文
言
左
之
通

率
嫡
子
頗
候
受

取
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

職
分
宛
所

支
配
付
ハ
頭
宛
所

嫡
子
斗
晶

子
共
無
之
者
嫡
子
病
身
蒜

益
子
願

文
言

左
之

通

(

略
)

娘
有
之
者
益
子
合

ll
致
候
願
文
言
左
之
通

(
略
)

嫡
子
病

11回
身
共
外
男
子
撫
之
娘
有
之
益
子
合
セ
tt
戯
候
文

言
左
之
通

(

略
)

四
九



武

本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

子
共
無
之
養
子
願
致
侯
文
言
左
之
通

(略
)

養
子
不
幸

蒜̀

二
度
目
養
子
願
書
左
之
通

(
略
)

養
子
取
難
見
届
離
縁
致
候
願
文
言
左
之
通

(防
)

右
再
養
子
願
文
言
左
之
通

(略
)

隠
居
家
替
相
済
候
上
品

養
子
ヲ
離
縁
仕
度
趣
文
言
左
之
通

(略
)

右
両
養
子
相
既
候
文
言
左
之
通

(略
)

五
〇

仏
心
当
養
子
之
真

一
諸
子
之
面
々
五
拾
五
歳
以
上
実
子
無
之
著
者
心
当
養
子
書
付
を

以
支
配
井
頭
迄
可
相
願
置
候
'
病
気

高̀

万

一
之
義
有
之
候
共

不
及
願
跡
式
其
者
江
可
申
付
保
'

五
拾
歳
以
上
ll而
心
当
養
子

無
之
著
者
急
養
子

ハ
不
取
上
候

但
'
夫
々
家
柄
之
者
亦
者
精
勤
之
励
候
者
者
追
TE!
名
跡
相
立

道
シ
候
夏

･

右
心
当
養
子
願
文
言
左
之
通

(略
)

㈲
諸
士
隠
居
家
菅
井
跡
目
之
真

一
諸
士
隠
居
家
替
願
候
義
者
六
拾
歳
以
上
冶
亦
者
大
方
内
茂
蒜

病

気
等
工
面
相
原
候
夏
､

尤
願
候
了
簡
之
著
者
実
子
無
之
著
者
先

達
而
致
養
子
置
候
市
可
相
願
事
､
文
言
左
之
通

(略
)



一
静
士
病
気
蒜

養生難相屈鉢
ll
有
之
供者

実
子
有
之
者
蒜

茂

定
法
之
遺
跡

式悼江願可
申候
'

願
書文言
左
之
通

(防
)

糾
急
病
蒜

即
死
跡
目
願
之
事
井
粋
無
之
者
跡
式
之
真

一
急
病
晶

致
即
死
候

ハ
､
悼
有
之
者
者
悼
方
･Q
職
分
之
者
､

或

頭
井
同
役
歎
朋
友
9
其
段
早
来
相
届
ケ
可
申
候
'

悼
無
之
著
者

家
内
之
者
ぶ
可
申
候
'
独
身
者
者
相
宿
朋
友
隣
宅
等
之
内
丘
可

申
候
､

其
上
品

日
付
罷
越
候
間
共
著
同
役
欺
朋
友
欺
立
会
家

内
之
者
口
上
承
り
候
歎
相
宿
之
者
口
上
承
り
候
歎
初
岡
見
付
候

者
口
上
承
り
候
欺

妄̀

容
鉢
疾
与
相

改
メ
弥
病
死

一)
相
違
無
之

候
者
其
段
可
相
屈
旨
目
付
可
申
達
候
間
屈
ケ
書
文
言
左
之
通

(
略
)

】
右
之
通
急
病
蒜

致
即
死
備
考
跡
目
相
願
候
間
茂
無
之
ll
付
死

後
親
類
歎
朋
友
共
歎
打
寄
致
相
談
'
右
枠
江
跡
式
願
候
様

一一
可

仕
'
尤

1
通
り
即
死
之
段
相
屈
ケ

一
両
日
茂
過
キ
候
TE
願
書
可

差
出
候
文
言
左
之
通

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

(
略
)

右
着
十
六

歳
以

上
之
悼
有
之
者
願
如
此
'
若
十
六
歳
未
満
欺
亦

者
病
身
之
粋
三
E!
難
見
屈
ケ
候
者
養
子
跡
式
相
願
可
申
哉
'

其

段
口
上
書
を
以
可
承
夏
'
文
言
左
之
通

(略
)

一
急
病
晶

即
死
之
者
実
子
無
之
候
者
'

即
死
之
段
朋
友
共

一
道

相
届
ケ
候
上
'
親
類
縁
遠
類
統
合
之
内
相
応
之
者
見
立
可
相
既

候
'
尤
養
子
之
義
相
談
之
間
茂
無
之
ll
付
二
七
日
以
内
家
内
之

者
井
近
キ
親
類
縁
類
之
者
寄
合
跡
目
可
願
候
'
若
親
類
遠
類
無

之
著
者
同
役
亦
者
朋
友
之
内
打
寄
跡
目
致
相
談
可
既
出
事
'
親

緑
遠
類
之
者
遠
国
罷
択
候

ハ
､
承
合
候
日
数
之
内
差
免
'
是
亦

朋
友
共
致
世
宕
右
之
段

晶

可
及
延
引
旨
口
上

品

支
配
井
頭

江
可
相
届
ケ
置
事

(願
文
省
略
)

類
遠
縁
類
無
之
者
亦
着
遠
国
罷
在
朋
友
共
既
差
遣
ス
文
言
左
之

逮

五
一



旗
本
家
法

に
つ
い
て

(鈴
木
)

(
I:7
)

忘

公
立

目
一

㈱

一
天
下

｢
統
之
被
仰
出
有
之
御
定
法
之
趣
'
堅
可
相
守
事

1
渚
土
面
頒
助
術
者
常
々
不
敵
道
具
土
候
条
'
無
上
下
等
可
噂
鑓

為
せ
持
候
'
格
式
之
面
々
者
是
亦
表
道
具
之
事
可
為
同
事
'
其

外
武
芸
者
数
多
之
事
候
得
共
'
弓
馬
共
不
断
可
心
懸
､

其
余
者

面
々
好
取
二
寄
可
全
執
行
候

但
出
稽
古
場

1
ケ
月
｡
三
度
宛
職
分
井
頭
可
有
見
見
事
'
瀧

義
者
主
人
之
流
義
可
為

1
流
'
但
自
分
之
好
所
之
芸
流
令
執

行
者
相
弟
子
菰
釆
可
諸
兄
分
事

一
諸
士
対
役
義
格
之
高
者
無
礼
仕
間
数
候
事

1
渚
役
之
面
太
上
ヲ
軽
シ
我
意
ヲ
立
'
為
自
分
或
者
魚
負
之
沙
汰

蒜
取
斗
世
間
頗
候
'
同
食
止
ハ
俊
之
者
江
漢
与
遂
相
談
'

為

五
二

少
事
典
大
切
可
執
行
事

]
諸
士
之
面
々
夫
々
役
人
舟
申
渡
候
事
或
者
致
差
図
僻
事
'
我
意

ヲ
立
役
人
ヲ
軽
し
申
ま
し
き
事

一
変
に
望
み
軽
き
人
を
以
も
申
渡
夏
有
之
候
共
'
其
人
を
以
其
意

を
不
軽
深
ク
敬
而
可
信
用
事

一
諸
士
之
面
々
詰
所
ヲ
明
無
用

二
他
詰
所
･
罷
遡
申
間
数
啓

一
諸
士
之
面
々
不
依
何
事
申
付
保
事
辞
退
仕
間
数
候
'
身
分
相
勤

か
た
-
存
候

ハ
､
追
而
相
願
仮
着
格
別
'
於
共
産
違
背
仕
間
数

事
一
語
士
面
々
其
格
々
tl
随
ひ
身
分
井
惣
碁
不
見
苦
候
様
可
心
懸
棋

其
分
限
ll
不
応
美
顔
尤
無
用
之
事

)
諸
士
之
面
々
対
朋
友
遺
恨
さ
し
擁
'
私
之
趣
意
ヲ
以
奉
公
廉
末

仕
ま
し
事
'
公
私
共
互
二
不
案
内
成
事
者
助
合
候
事
'
争
ひ
申

候
共
不
及
碇
執
其
座
切
二
両
重
而
意
趣

tl
含
間
数
事

一
喧
椛
口
論

一
切
仕
間
数
事
'

若
子
細
有
之
節
致
了
簡
候
両
も
難

捨
置
筋
在
之
候

ハ
､
自
分
支
配
頭
何
々
之
趣
申
談
､.
頭
了
簡
可

承
候
事
､
其
儀
無
之
自
分
与
友

確
執
口
論
等
候

ハ
､
理
非
之
不

及
穿
宅
急
度
可
申
何
事



l
藷
士
之
面
々
朋
友
同
士
音
信
貯
答
令
伊
止
候
､
他
所
之
儀
琵
免

方
舟
如
何
様
有
之
共
'
面
々
分
限
一l不
応
義
堅
令
停
止
事
支
配

頭
等
別
而
慎
可
在
之
事
､
但
医
師
請
師
匠
者
格
別
之
事

(韓
)

1
静
士
之
面
々
朋
友
同
士
吉
凶
二
付
振

廻

等

致
候
と
も

一
汁

一
二

(莱
)

菜
三

釆

か

き
る
へ
し
'
酒
茂
三
五
献
一-
か
き
る
へ
し
､
長
座
仕

候
夏
無
用
'
肴

1
二
種
た
る
へ
L
t
尤
倹
約
第

1
一l
相
守
花
美

無
之
様
可
致
事

一
諸
士
下
々
ll
至
迄
其
格

一l
応
し
礼
義
挨
拶
等
屋
敷
内
又
者
他
所

先
-ttE
出
合
候
共
失
礼
無
之
様
可
仕
事

但
屋
敷
内
他
所
先

こ
て
も
其
格
之
不
相
応
成
風
鉢
仕
侯
ハ
､

無
礼
之
挨
拶
致
候
共
不
苦
候
事

一
絵
人
格
以
上
之
面
々
絵
所
江
者
勿
論
､

長
屋
歩

一lも
両
刀
可
帯

宴
'

中
小
性
徒
士
面
々
者
藷
所
往
来
用
向
等
l右

往
来
両
刀
可

軌
宴

丙
刀
た
い
し
僻
事
不
苦
事

但
中
小
性
徒
士
た
る
共
長
屋
歩
等

ll
も
申

付

な

く

侯

と

も

帯

候
分
者
不
苦
事

一
表
方
用
役
之
者
毎
日
竜
虎
書
院
玄
関
等
之
掃
除
等
見
分
仕
'
玄

関
詰
所
明
候
歎
無
礼
成
鉢
在
之
侯
ハ
､
可
致
吟
候
'
尤
当
番
之

旗
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
)

肝
方
之
者
者
那
晩
不
定
見
廻
り
玄
関
番
人
等
不
束
庶
事
在
之
散

見
屈
'
存
寄
在
之
侠
ハ
,
共
産
エ
て
申
相
渡
事
ハ
格
別
'
不
相

済
事
ハ
同
役
与
申
談
職
分
之
者
江
可
申
遣
事

一
目
付
役
之
著
者
外
二
勤
番
相
渡
候

へ
共
'
別
田
昼
夜
魚
油
断
屋

敷
内
長
屋
等
迄
折
々
見
廻
可
申
候
'
藷
向
諸
所
明
候
歎
無
礼
成

鉢
有
之
候
ハ
､
直

ll主
人
江
可
申
開
'
火
之
元
等
暑
第

1
之
事

候
之
条
尤
致
吟
味
可
申
付
候
事

但
奥
向
一l
も
其
掛
り
役
人
迄
火
之
元
等
之
儀
可
申
付
候
'
不

能
存
寄
候
ハ
､
何
方
迄
も
罷
通
可
致
吟
味
事

一
玄
関
井
門
番
所
交
代
胡
五
ツ
時
前

三
父
合
可
申
焼
串

一
近
習
交
代
朔
五
半
休
代
合
可
申
候
支

但
右
之
外
語
所
々
々
者
五
体
交
代
可
仕
候
事

一
家
方
用
役
之
者
当
番
役
所
江
従
五
半
休
罷
出
可
申
候
'
当
番
一l

無
之
著
者
四
休
身
罷
出
､
-退
番
者

1
統

一l九
休
可
追
弔
､
春
二

月
朔
日
舟
八
月
晦
日
迄
者
八
時
お
又
罷
出
七
半
休
退
相
許
可
申

候
一
勝
手
役
所
江
毎
日
四
時
舟
下
役
人
等
迄
相
詰
九
休

一
統
可
近
事

是
又
二
月
朔
舟
八
月
晦
日
迄
前
条
之
通
た
る
へ
き
事

五
三
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但
九
月
朔
日
舟
翌
正
月
晦
日
迄
者
二
度
出
不
及
事
'
用
事
有

之
時
分
ハ
格
別
事
両
役
所
共
同
断

一
家
老
無
終
着
他
出
月

二
壱
両
度
可
致
'
他
出
候
月
番
之
著
者
無

拠
義
者
格
別
､
先
者
他
出
差
控
可
申
候
'
尤
夜
一l
入
候
事
者
前

広

三
可
申
開
事

但
無
拠
用
事
等
申
立
訳
相
立
候
ハ
､
足
り
之
外
こ
も
可
罷
出

候
'
是
又
数
度
不
及
様

tl
可
懸
心
事

一
用
人
給
人
造
之
面
々
'
月

ll他
出
三
度
､
無
拠
事
用
事
申
達
訳

相
立
候
ハ
､
可
差
出
供
､
刻
限
六
時
舟
暮
六
時
迄
､
夜

ll
入
候

事
者
先
達
満
願
置
可
申
候
､
先
方
l高

不
快
其
外

一l
て
及
延
引

候
ハ
､
先
方
Je
以
便
延
引
之
訳
可
申
越
候
真

一
拾
人
格
以
下
月
々
他
出
三
度
'
六
時
舟
六
時
迄
､
夜

tl
大
事
無

拠
義
在
之
候
ハ
,
前
広

tl願
置
可
罷
出
事
訳
相
立
候
､
右
之
通

先
方

lI
て
病
気
等

IttE
夜

tt
人
傑
ハ
､
延
引
之
段
先
方

晶

相

頼
候
歎
'
家
来
召
連
候
ハ
,
其
段
可
申
越
候

･但
入
湯
壱
時
ツ
､
六
度
可
差
為
候
事

一
門
出
入
平
常
六
ツ
時
か
六
時
迄
'
夜

ll
不
入
候
之
様

ll
可
罷
帰

事

五
四

1
諸
士
親
類
中
点
呼
来
侯
共
夜

tl
入
罷
在
候
ハ
､
先
方
役
人
丘
此

方
役
人
迄
案
内
可
中
越
候

一
日
付
払
方
馬
方
'
右
之
分
量
夜
共
無
位
門
出
入
可
申
事

一
拾
人
以
上
井
近
習
之
者
直
暇

ll
て
他
行
可
申
候
屈
ケ
者
職
分
迄

可
申
候
'
朔
五
時
前
他
出
候
ハ
､
前
日
可
申
出
候
'
罷
帰
供
佃

も
夜

一l
入
候
ハ-
､
翌
日
可
申
候
'
職
分

江
者
其
時
々
可
申
候
事

但
近
習
之
札
職
分
Je
可
相
波
僻
事

･

一
表
中
中
性
以
下
支
配
井
頭
等
江
相
屈
'
且
又
夫
々
札
相
渡
可
致

他
行
事

]
諸
役
義
申
付
候
皮
毎
誓
詞
可
仕
事
'
尤
其
役
々
一l寄
前
書
文
言

可
相
認
事

一
用
人
以
上
平
日
結
納
免
之

1
給
人
絵
人
格
詰
所
井
用
向

蒜

罷
出
候
之
節
者
鰐
布
類
可
着
'

平
日
可
為
綿
服
事

1
平
士
之
分
平
日

1
統

tl
可
為
綿
服
事

但
近
習
等
者
客
釆
之
節
綿
布
可
着
事

一
近
習
井
役
中
小
性
者
斑
斗
目
差
免
候

但
差
遣
候
著
者
平
士
一l
て
も
可
着
事



一
諸
士
下
着
白
き
襟
袖
口
無
紋
之
自
推
子
無
用
之
事

但
下
着
者
可
為
格
別
事

一
古
来
致
来
候
寺
社
之
祈
蒔
着
格
別
､
或
者
時
行
候
不
意
之
寺
社

児
岨
祈
蔭
之
類
致
候
者

一
切
可
為
無
用
事

但
僧
俗
井
商
人
類
蒜
も

一
切
無
用
之
事

右
者

竜
淵
院
様
御
直

11
被
遊
御
羅
候
御
定
法
書
写
候
事
'
兼
而
右
之
息

召
候
得
共
御
倹
約
之
内
政
差
支
茂
可
在
之
与
時
節
御
見
合
被
遊
事

候
得
共

御
遺
書
同
前
之
事

二
付
此
度
各
江
納
拝
聞
者
也

宝
暦
六
丙
子
年
十
月

〔
被

仰

渡

書
一

㈱

旗
本
家
法
に
つ
い
て
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木
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此
度
被
仰
出
候
御
書
付
之
趣
左
之
通

一
去
ル
酉
年
六
月
御
書
付
を
以
諸
国
江
被
仰
付
置
候
通
急
度
可
被

相
守
候

1
諸
士
之
内
年
若
之
面
々
着
別
而
武
芸
心
掛
可
被
相
励
之
処
'
近

来
者
根
リ
ニ
相
成
病
所
杯
申
立
又
者
等
閑

11
打
拾
候
面
々
茂
数

多
有
之
候
'

己
来
者
御
稽
古
日
ll
他
出
等
相
止
メ
御
稽
古
場
江

罷
出
出
情
可
有
之
候

1
御
次
藷
之
面
.(-着
別
TE
御
相
人
tt
可
罷
出
等
之
所
近
来
其
儀
無

之
向
後
者
急
度
罷
出
御
相
人
可
被
致
候

一
御
上
ll
而
御
稽
古
被
遊
候
御
流
芸
是
迄
門
人
不
致
候
面
々
者
懇

望

一l
候
者
早
々
其
段
申
立
門
人
可
被
致
候

五
五
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1
右
流
儀
懇
望
tl
無
之
面
々
者
外

一l
好
所
之
流
儀
被
致
門
人
､
其

段
早
々
可
被
相
屈
候
'
稽
古
他
出
之
儀
者
門
人
後
可
被
仰
付
保

但
シ

御
上
御
稽
古
之
御
儀
被
相
学
候
面
々
者
謝
礼
等
之
儀

御
上
舟
被
成
下
候
'
自
分
好
候
流
儀
被
相
学
候
者
面
々
舟
謝

礼
可
被
致
候
'
勿
論
御
稽
古
日
一l御
差
合
井
御
客
釆
等
之
節

者
格
別
之
事

一
御
稽
古
日

-妄

向
後
御
役
人
共
罷
出
見
分
可
致
候

但
シ
四
ツ
時
点
可
被
罷
出
ル

一
徹
稽
古
日
毎
月
三
日
六
日
八
日
十
三
日
十
六
日
十
八
日
廿
三
日

廿
六
日
廿
八
日

右
之
通
可
被
相
心
得
候
'
尤
無
拠
用
事
差
合
病
気
等
之
節
涌
其

段
御
目
付
迄
可
被
申
遣
候

一
先
達
而
被
仰
出
候
諸
士
之
面
y
r
御
長
屋
歩
行

二
茂
両
刀
帯
し

縛
可
着
之
処
'

近
来
者
無
其
儀
張
リ
ニ
相
成
刀
不
帯
候
面
々
茂

粗
相
見
候
､
以
来
右
鉢
之
儀
有
之
備
考
急
皮
御
容
可
被
仰
付
候

一
諸
向
詰
所
を
明
､
他
席
江
罷
越
出
会
致
し
候
面
々
も
有
之
候
'

兼
雨
"被

.五
六

仰
出
置
候
儀
左
様

-1者
有
之
閲
敷
革
工
供
'
以
来
右
鉢
之
儀
有

乏
候
者
.見
懸
り
次
第
急
度
可
及
御
沙
汰
候

l

格

達
之
面
々
之
小
屋
江
罷
越
候
輩
茂
有
之
由
相
聞
候
､
若
無
拠

用
事
も
有
之
罷
越
者
用
事
早
々
相
弁
し
可
被
罷
帰
候
事

･

一
御
近
習
之
内
殊
之
外
賓
厚
其
上
髪
切
等
も
不
相
応

一l
相
見
候
仁

も
有
之
候
､
巳
来
垂
滞

一t
致
し
御
近
習
向
与
相
見
候
横

工
可
被

致
候

1
渚
向
於
詰
所

二
致
安
座
等
候
撃
も
有
之
候
之
様
.ニ
相
聞
候
.'
巳

釆
右
鉢
之
儀
有
之
候
ハ
､
急
度
御
替
メ
可
有
之
候

一
御
役
人
共
罷
出
候
時
分
藷
所
又
者
於
途
中

一l
も
時
宜
合
格
外
失

礼
之
仁
茂
有
之
候
､
対

御
上
江
左
様
者
有
之
間
数
候
､
其
外
之
面
々
相
互
ll
其
格
々

一l

応
し
失
礼
無
之
様

一l
可
被
心
附
候

一
寄
合
雑
談
井
証
拠
も
無
之
取
沙
汰
等
巳
釆
急
度
無
用
之
事
候

一
御
政
事

一l
も
相
拘
り
候
儀
､

急
皮
証
拠
茂
有
之
儀
及
見
聞
候
者

早
々
内
々
可
被
申
開
候
'
其
筋

こ
よ
り
御
褒
美
等
可
被
下
候
'

若
又
証
拠
も
無
之
儀
も
申
立
候
者
其
も
の
可
為
越
度
候

一
博
突
井
賭
之
藷
勝
負
等
二
両
出
会
致
間
錦
候
'

若
致
し
候
も
の



相
田
供
者
急
皮
御
替
メ
可
被
仰
付
慎

一
諸
士
之
面
々
他
出
之
儀
先
達
田
被
仰
渡
候
通
'

一
ケ
月
二
二
度

入
湯
六
度
之
外
己
来
不
相
成
候
間
'
其
段
可
被
相
心
得
候
'
若

シ
無
拠
儀
有
之
其
余

ll罷
出
候
有
之
候
者
'

其
趣
書
付
を
以
御

目
付
中
迄
可
被
相
願
候

1
夜

一l
入
罷
帰
候
面
火
御
目
付
江
可
相
違
旨
申
達
置
候

へ
共
'
其

儀
無
之
面
々
も
有
之
段
相
聞
候
､
以
来
急
度
可
相
屈
候

一
己
来
御
供
弁
当
之
儀
八
ツ
時
打
候
ハ
､
御
屋
敷
差
出
候
'
夜
食

弁
当
五
半
時
打
候
者
是
又
右
同
様
御
屋
敷
差
出
候
事
､
御
供
方

之
面
々
此
段
可
被
相
心
得
候

但
差
知
候
弁
当
者
格
別
之
専

一
御
門
番
所
江
近
来
視
リ
三
相
成
人
寄
等
致
候
之
趣
相
聞
候
､
巳

来
番
人
之
外
人
寄
等
致
候
者
御
玄
関
当
番
Je
可
遂
吟
味
を
候
'

若
し
不
吟
味
t品

目
障
リ
11相
成
候
者
支
配
頭
不
及
申
'
御
玄

関
番
可
為
越
皮
候

一
御
門
出
入
諸
士
之
内
脇
差
斗
り
蒜

御

門
外
江
被
罷
出
候
班
も

有
之
由
相
聞
候
'
以
来
左
様
之
儀
無
之
様
主
可
被
相
憤
候

一
見
馴
さ
る
商
人
怪
敷
鉢

一l相
見
候
商
人
鉢
之
者
､
堅
御
門
入
申

洪
本
家
法
に
つ
い
て

(鈴
木
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間
数
候
､
是
又
御
玄
関
当
番
舟
も
心
を
相
可
被
申
候
､
其
外
御

門
出
入
儀
無
憐
怠
可
被
遂
吟
味
候

右
之
通
此
度
猶
又
被
仰
出
候
'
向
後
急
度
可
被
相
守
候
'
若
シ

被
仰
付
候
趣
相
放
キ
候
面
々
者
了
簡
茂
可
有
之
事
候

安
永
八
亥
年
五
月

右
之
趣
先
達
田
も
被
仰
渡
候
へ
共
'

近
来
覗
り
相
成
り
其
上
不

心
得
輩
も
有
之
候
付
'
尚
又
申
波
候
様
今
度
被
仰
出
候
'

得
与

】
覧
之
上
其
旨
可
被
相
心
得
候
以
上

〔
被

仰

渡

追

加
〕

㈱

1
諸
士
自
分
火
事
羽
敏
之
儲
御
給
人
以
上
者
格
別
'
其
以
下
之
者

羅
沙
背
板
相
用
候
事
堅
ク
可
為
無
用
候

但
シ
相
印
者
諸
士

一
統
可
致
僻
事

右
之
趣
先
達

而
茂
被
仰
波
候
得
共
心
得
追
無
之
様
此
段
尚
又
申

五
七
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達
候

1
先
達
而
度
々
御
門
出
入
之
儀
被
仰
渡
候
処
'
星
夜
共
無
断
り
罷

出
候
面
々
も
有
之
由
風
聞

一l
候
､
其
節
急
度
御
沓
可
被
仰
付
候

得
共
'
御
憐
愚
を
以
其
分

一l
是
迄
差
置
侯

へ
共
'
以
来
見
聞
次

第
急
皮
可
被
仰
付
候
間
其
旨
被
相
心
候

一
御
屋
敷
出
奔
致
候
者
有
之
候

着
'
内
々

lttE
引
戻
候
趣
茂
度
々

相
聞
候
'
以
来
致
出
奔
候
者
者
品
々
頭
支
配
江
相
違
差
図
可
諸

侯
'
無
紋
致
せ
話
候
者

ハ
急
度
御
替
メ
可
被
仰
付
候

一
近
来
者
於
詰
所

tl
安
座
致
し
其
上
他
席
江
罷
越
候
面
々
茂
有
之

由
粗
相
聞
候
'
是
又
以
来
見
聞
次
第
急
度
可
被
仰
付
候
間
其
旨

可
被
相
心
得
候

但
シ
他
席
舟
詰
所
江
参
候
面
々
も
有
之
候
者
銘

々
舟
可
被
相

五
八

断
候
'
其
上
罷
越
候
面
々
有
之
侯
着

御
役
所
江
可
被
相
違
候

一
諸
士
之
面
々
御
家
中
歩
行

一(
茂
両
刀
帯
し
縛
着
用
可
致
旨
'
是

又
先
達
而
度
々
被
仰
渡
候

へ
共
'
近
来
現
リ
一(
相
成
り
左
様
無

之
輩
も
致
見
聞
候
'
以
来
急
皮
相
守
可
被
申
候

一
諸
士
之
内
近
来
少
々
之
事

こ
も
御
供
折
井
長
髪
断
等
度
々
申

.
立
'
永
々

二
右
之
面
々
も
有
之
候
'
巳
来
右
鉢
之
断
相
違
候
者

病
気
之
晶
書
加
へ
口
上
書
を
以
御
目
付
江
可
被
相
違
候

但
シ
病
気
晶

御
奉
公
不
被
相
勤
候

ハ
､
7
簡
茂
可
有
之
事

王
侯

右
之
趣
'
猶
又
今
度
被
押
出
候
間
以
来
急
度
可
被
相
守
候
以
上

亥
五
月




