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近
世
に
お
い
て
は
、

村
方
に
限
ら
ず
、

宗
門
人
別
帳
が
戸
籍
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
別
帳
か

ら
外
す
処
置
が

「帳
外
」
で
あ
る
。

村
方
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

こ
れ

は
そ
れ
を
受
け
た
者
が
村
か
ら
追
放
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

「帳
外
」
は
公
儀
か
ら
の
刑
罰
で
は
な
く
村
方
か
ら
申
し
出
る
も
の

で

一
ぁ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、

村
方
に
は
共
同
体
と
し
て
構
成
員
を
外
す

に
あ
た
っ
て
の
論
理
が
あ
り
、

ま
た
公
儀
に
も
こ
れ
を
認
め
る
と
い

う
人
民
支
配
の
上
で
の
論
理
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

制
墳
と
し
て
の

「帳
外
」
は
公
儀
の
側
の
論
理
の
一
方
的
な
押
し
付

け
で
は
な
く
、

村
方
の
共
同
体
と
し
て
の
論
理
と
公
儀
の
人
民
支
配

の
論
理
と
の
合
意
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の

よ
う
な

「帳
外
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

村
共
同
体
と
公
儀

辻

ま
ゆ
み

が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
個
人
の
存
在
を
規
定
し
て
い
た

の
か
を
、

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、

こ
う
し
た
認
識
の
も
と
に
そ
の
第

一
段
階
と
し
て
、

村
方
の
論
理
に
近
づ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

具
体
的
に
は
、

近
世

後
期
の
一
地
域
の
事
例
か
ら
、

村
が
内
部
で
ど
の
よ
う
に
し
て

「帳

外
」
を
決
定
し
、

実
行
し
て
い
つ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ

こ
か
ら
村
社
会
に
お
い
て

「帳
外
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

本
稿
で
は
駿
河
国
駿
東
郡
御
厨
地
方
の
山
之
尻
村
で
、

名
主
家
で

あ
る
滝
国
家
に
伝
わ
っ
た
、　

代
々
の
名
主

お
よ
び

同
隠
居
の
日
記

（以
下

「名
主
日
記
」
と
す
る
）
を
中
心
に
論
を
す
す
め
て
い
く
。

こ
こ
で
山
之
尻
村
と
滝
国
家
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
て
お
こ
（党
。

御
厨
地
方
の
村
々
は
寛
永
十
年

（
一
六
三
三
）
以
降
小
田
原
藩
領

と
な
っ
た
。
し
か
し
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
に
富
士
山
が
噴
火
し
、

砂
降
り
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、

同
五
年
か
ら
延
享

は

一

じ
め
rこ

四
年

（
一
七
四
七
）
ま
で
そ
の

一
部

（山
之
尻
村
も
合
む
）
は
幕
府

領
と
な

っ
た
。
こ
の
砂
降
り
に
よ
る
地
味
の
悪
化
に
加
え
、

宝
暦
年

間

（
一
七
六
〇
年
前
後
》
以
後
の
小
田
原
藩
の
財
政
難
に
よ
る
年
貢

増
徴
政
策
は
領
民
の
生
活
を
圧
迫
し
た
。

さ
ら
に
諸
負
担
が
加
わ

っ

て
領
民
の
生
活
は
苦
し
い
も
の
と
な

っ
た
。

（
こ

扮
し
た
御
厨
地
方
の
中
に
あ

っ

（
て

ダ
山
之
尻
村
は
村
高

が
」
元

禄
郷
帳
」
で
は
三
二
七
石
余
、

一‐天
保
郷
帳
」
ち
旧
高
旧
領
取
調
帳
」

と
も
に
三
三
六
石
余
と
な
っ
て
い
る
。

延
宝
八
年

（
一
六
八
①
）
の

（
６
）

村
鑑
に
よ
る
と
、

田

一
七
町
六
反
余
、

畑
二
二
町
七
反
余
で
あ

っ
た
。

戸
数

・
人
数
は
江
戸
時
代
前
期
で
四
九
戸

ヽ
三
六
四
名
、

後
期
に
は

六
四
２
六
戸

・
三
八
八
―
三
〇
九
名
で
あ
る
。

名
主
家
で
あ
る
滝
口

家
は
山
之
尻
村
の
中
で
経
済
的
に
他
に
ぬ
き
ん
で
た
地
位
を
保

っ
て

い
た
。

こ
の

「名
主
日
記
」
は
安
永
か
ら
安
政
に
至
る
約
八
十
年
間

に
、

滝
国
家
四
代
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
こ
の

「名
主
日
記
」
の
記
述
を
中
心
に
近
世
後
期
の
村
社
会

に
わ
け
い
っ
て
み
た
い
。

一
、

村
方
と
公
儀

の
合
意
と
し
て
の

「
帳
外
」

「帳
外
」
に
つ
い
て
は

『
地
方
凡
」
冠
』
を
橋
く
と
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

一　

帳
外
と
云
は
、

其
者
常
と
不
行
跡
に
て
、

親
類

・
村
役
人
種

史
苑

（第
四
九
巻
第
一
号
）

ヽ
異
見
を
差
加

へ
て
も
悪
事
を
止
め
ず
、

外
よ
り
度
其
難
題
申

来
り
候
に
付
、

村
方
宗
門
帳
に
加

へ
置
て
は
、

如
何
様
の
災
難

出
来
す
べ
き
も
計
り
難
き
ゆ

へ
に
、

親
類
村
役
人
申
談
じ
、

地

頭

へ
願
ひ
帳
外
致
し
村
方
を
追
出
す
こ
と
あ
り
、

是
も
親
類
不

承
知
に
て
村
役
人
の
ミ
に
て
は
帳
外
は
願
ひ
難
し
、

尤
も
親
類

な
き
者
は
五
人
組

・
村
役
人
申
談
じ
相
願
ふ
こ
と
な
り
、

如
又

欠
落
者
、

定
法
通
り
六
箇
月
相
尋
ね
て
も
行
方
相
知
れ
ず
、

永

尋
伺
ひ
済
ミ
た
る
上
、

村
方
よ
り
帳
外
相
願
ひ
、

代
官
聞
届
け

宗
門
帳
を
除
く
な
り
、

（後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「帳
外
」
と
は
宗
門
帳
か
ら

名
前
を

削
除
す
る

処
置
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
公
儀
が
村
方
に
対
し
て
申
し

付
け
る
も
の
で
は
な
く
、

村
方
か
ら
公
儀
に
対
し
て
願
い
出
る
も
の

で
あ
る
。

一村
が

「帳
外
」
の
対
象
と
す
る
者
に
は
二
種
類
あ

っ
た
。

ま
ず
、

①
日
頃
不
行
跡
で
親
類

・
村
役
人
の

「
異
見
」
に
も
耳
を
か
さ
ず
、

村
の
外
よ
り

「難
題
」
を
持
ち
込
む
者
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
村
の

宗
門
帳
に
加
え
て
あ
る
と
、

つ
ま
り
そ
の
村
の
者
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、

ど
ん
な
災
難
が
村
に
ふ
り
か
か

っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
村
役
人

が

勝

手

に

「帳

外
」
を
願
い
出
る
こ
と
は
で
き
ず
、

親
類
の
承
知
が
必
要
で
あ
る
。

親
類
が
い
な
け
れ
ば
五
人
組

・
村
役
人
が
相
談
し
て
願
い
出
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
②
欠
落
し
て
規
定
通
り
に

近
世
村
落
と

「帳
外
」
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捜煉的兼犠舶届っ蝉諦貯【
「水暉焼均をっ続韓牽め売中

Ａ
　
磯
吉

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

相
州
大
住
郡
堀
斎
藤
村

百
姓
太
郎
右
衛
門
枠

機
　
　
吉

巳
拾
九
歳

右
之
も
の
義
、

平
生
農
業
不
情

二
て
、

大
酒
を
好
、

昼
夜
遊
歩
行
、

無
益
之
金
銭
遣
捨
候

二
付
、

親
太
郎
右
衛
門
は
勿
論
、

親
類

・
組

合

・
村
役
人
共
よ
り
も
度
々
異
見
差
加
候
得
共
、

聞
入
不
申
、
日

増

二
不
見
持
増
長
い
た
し
、

此
儘
差
置
候

ハ
ヾ
、

何
様
之
義
仕
出
、

難
儀
可
相
掛
も
難
計
、

元
是
迄
何
方
よ
り
も
出
入
掛
合
不
申
来
候

得
共
、

後
難
安
心
不
仕
侯
間
、

何
卒
以
御
慈
悲
右
磯
吉
儀
勘
当
帳

外
被
　
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、

以
上
、

天
保
四
巳
年
九
月
十
四
日
　
　
　
右
太
郎
右
衛
門

親
類
組
合
惣
代

親
類
百
姓重

　
　
蔵

村
役
人
惣
代

名
主
　
伴
右
衛
門

江
川
太
郎
左
衛
門
様

御
役
所

Ｒ
や　
惣
五
郎乍

恐
以
書
付
奉
申
上
候相

州
大
住
郡
堀
斎
藤
村

百
姓
　
惣
　
二
　
郎

当
申
廿
五
歳

右
之
者
義
、

高
壱
石
余
所
持
、

家
内
四
人
暮
二
て
農
業
営
ミ
罷
有

候
処
、

先
月
廿
日
ふ
斗
家

弛
い
た
し
候
儘
立
帰
り
不
申
候

二
付
、

心
当
り
遠
近

二
も
所
々
相
替
侯
得
共
、　

一
切
行
衛
相
知
不
申
、

尤

同
人
儀
平
い
農
業
不
晴
之
も
の
二
付
、

多
分
之
借
財
相
嵩
、

返
済

手
段

二
差
支
、

欠
落
い
た
し
候
義
と
も
可
有
之
哉
、

外
脇
合
よ
り

出
入
り
掛
合
は
勿
論
何

二
て
も
悪
事
二
携
候
風
聞
承
り
お
よ
び
不

申
候
得
共
、

右
体
無
沙
汰
二
家
出
い
た
し
候
上

ハ
、

行
先
二
何
様

之
変
事
仕
出
シ
、

後
難
可
相
掛
侯
も
安
心
不
仕
候
間
、

無
是
非
此

段
御
訴
奉
申
上
候
、

以
上
、

天
保

批
肺
新
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞠
類
頗
合
卿
代

百
姓
惣
　
　
内

村
役
人
惣
代

江
川
太
郎
左
衛

御
鰊
所
　
　
　
　
　
　
　
　
主
増
右
衛
門

事
例
Ａ
の
磯
吉
の
場
合
は
先
に
挙
げ
た

「凡
例
録
」
の
①
に
あ
た

る

「帳
外
」
願
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
磯
吉
は
農
業
に
精
を
出
さ

な
い
、

大
酒
を
飲
む
、　

一
日
中
遊
び
歩
く
、

無
駄
遣
い
を
す
る
、

と

い
っ
た
身
持
ち
の
悪
い
者
で
、

親

・
親
類

・
五
人
組

・
村
役
人
の
話

に
も
耳
を
か
さ
な
い
。

今
の
と
こ
ろ
は
よ
そ
か
ら
の
出
入
や
掛
け
合

い
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
機
吉
が
何
を
し
で
か
し
て
、

ど

ん
な
難
儀
が
ふ
り
か
か

っ
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
で

「勘

当
帳
外
」
を
願
い
出
た
も

の

で
あ

る
。

そ
し
て
磯
吉
の

「勘
当
帳

外
」
は
即
日
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
事
例
Ｂ
の
惣
五
郎
の
場
合
は

「
凡
例
録
」
の
②
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。

家
出
の
理
由
と
し
て
思
い
当
た
る
こ
と
は
、

惣
五
郎
は

普
段
か
ら
農
業
に
精
を
出
さ
ず
借
金
が
相
当
あ

っ
て
、

そ
の
返
済
に

困

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
の
出
入
や
掛
け

合
い
、

「
悪
事
」
の
う
わ
さ
は
き
い
て
い
な
い
。

し
か
し

黙

っ
て
家

出
を
し
た
か
ら
に
は
、

行
き
先
で
何
を
し
で
か
し
て
難
儀
が
か
か

っ

て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
で

「欠
落
帳
外
」
を
願
い
出
た
の

で
あ
る
。

そ
の
後
惣
五
郎
の

「欠
落
帳
外
」
は

一
八
〇
日
間
の
尋
の

後
成
立
し
た
。

こ
の
二
つ
の

「帳
外
」
願
は
大
筋
で
は
同
様
の
こ
と
を
い
っ
て
い

る
。

即
ち
①
こ
れ
ま
で
身
持
は
悪
か

っ
た
が
、

出
入

・
掛
け
合
い

・

「
悪
事
」
は
な
い
、

②
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
ど
こ
で
何
を
し
で
か

す
か
わ
か
ら
な
い
、

③
し
た
が

っ
て

「後
難
」
が
心
配
で
あ
る
、

④

だ
か
ら
村
の
人
別
帳
か
ら
外
し
て
こ
の
者
と
縁
を
切
り
た
い
、

と
い

う
論
法
で
あ
る
。

つ
ま
り

「帳
外
」
の
対
象
に
な
る
者
は
二
種
類
あ

史
苑

（第
四
九
巻
第
一
号
》

る
の
で
は
な
く
、　

つ
き
つ
め
て
み
れ
ば

一
種
類
な
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
欠
落
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

後
々
難
儀
を
村
の
中
に
持
ち

込
む
心
配
の
あ
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
村
方
と
公
儀
の
合
意
の
上

に
成
り
立
っ
た

「帳
外
」
の
論
理
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、

村
方

に
お
け
る

「
帳
外
」

の
成
立
過
程

本
節
で
は
山
之
尻
村
の

「名
主
日
記
」
に
み
ら
れ
る

「帳
外
」
の

記
述
か
ら
、

村
の
内
部
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て

「帳
外
」
が
成
立
し

て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

Ａ
一　
惣
八

（儀
左
衛
門
）

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
四
月
、

惣
八
は
沼
津
宿
で
捕
ら
え
ら
れ

た
。

惣
八
は
無
田
幸
七
の
件
で
、

三
年
前
よ
り

「村
方
役
人
江
一
切

勤
メ
無
之
候
得
共
」
そ
の
と
き
ま
で
村
で
は
放
っ
て
お
い
た
。

何
が

原
因
で
捕
ら
え
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
の
後
の
や
り
と

り
か
ら
、

当
時
惣
八
は
他
所
で
商
売
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

惣

人
は
、

町
宿
の
忠
七
方

へ
預
け
と
な
り
、

忠
七
方
か
ら
幸
七
の
弟
繁

右
衛
門
の
と
こ
ろ
へ
知
ら
せ
が
来
た
の
で
あ
っ
た
。

そ

こ
で

「近

所
正
・
組
の
者
が
相
談
し
、　

村
役
人
方

へ
無
断
で
、　

繁
右
衛
門
と
組

の
者
が
二
人
で
沼
津
宿

へ
出
向
い
た
。
し
か
し

「其
分
二
不
相
済
」
、

二
人
か
ら
村
役
人
の
と
こ
ろ
へ

「役
人
中

二
御
壱
人
御
出
呉
候
」
と

手
紙
を
よ
こ
し
た
。

そ
し
て
村
役
人
の
働
き
に
よ
っ
て
沼
津
方
は
内
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済
と
な

っ
て
な
ん
と
か
お
さ
ま
っ
た
。

帰
村
後
農
繁
期
で
あ

っ
た
た
め
、

そ
の
間
惣
八
は
組
預
け
と
し
て

親
の
幸
七
の
と
こ
ろ

へ
預
け
て
お
く
よ
う
村
役
人
は
申
し
付
け
た
。

し
か
し
そ
の
翌
日
今
度
は
小
田
原
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
、

だ
い
ぶ

吉
労
し
た
後
漸
く
か
た
が
つ
い
て

一
同
帰
村
し
た
。

そ
の
晩
、

組

・

「近
所
」
は
村
役
人
に
呼
び
出
さ
れ
、

役
人
方

へ
無
断
で
沼
津
宿

ヘ

行

っ
た
こ
と
を
叱
責
さ
れ
た
。

そ
し
て

「何
事

二
不
依
、

役
人
方

へ

可
任
致
候
」
と
申
し
付
け
ら
れ
た
。

一
方
惣
八
は
帰
村
後
村
役
人
が
答
め
な
い
う
ち
に
幸
七
に
勘
当
さ

れ
た
の
で
、

村
役
人
と
し
て
は
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
た
。

そ
れ

か
ら
二
年
後

（安
永
八
年
）、
林
昌
寺
は
、　

惣
八
の
勘
当
を
と
い
て

く
れ
る
よ
う
村
役
人
と
幸
七

へ
訴
え
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
て
村
役

人
は
、

そ
れ
な
ら
惣
八
に
商
い
を
止
め
さ
せ
、

百
姓
か
鍛
冶
か
ど
ち

ら
か
親
の
や

っ
て
き
た
商
売
を
さ
せ
て
、

村
方

へ
返
す
べ
き
だ
と
言

っ
た
。

そ
れ
で
林
昌
寺
は
組

。
「
近
所
十

惣
八
に
そ
の
こ
と
を
篤
と

言
い
聞
か
せ
、

組

。
「
近
所
」
は

今
後
惣
八
に
商
い
を
さ
せ
な
い
旨

を
請
け
負

っ
た
。

と
こ
ろ
が

一
年
後

（安
永
九
年
）
、

惣
八
は

他
村
で
魚
売
り
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
村
役
人
に
見
付
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。

名
主
は
林

昌
寺
に
去
年
の
話
は
ど
う
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
と
申
し
入
れ
る
と
、

林
昌
寺
は
日
延
べ
を
願

っ
て
き
た
の
で
そ
の
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の

う
ち
長
百
姓
六
人
が
請
人
に
立
ち
、

惣
八
の
商
い
を
止
め
さ
せ
て
百

姓
を
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
で
、

こ
の
一
件
は
お
さ
ま
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て

「惣
百
姓

一
統
之
相
談
」
が
な
さ
れ
た
。

そ

の
結
果
今
回
は
小
田
原

へ
の
訴
え
は

「可
免
」
と
な
り
、

以
後

「悪

事
」
を
し
で
か
し
た
ら
す
ぐ
さ
ま
小
田
原

へ
訴
え
て

「帳
外
」
願
を

す
る
こ
と
に
決
定
し
て
、

組

。
「近
所
」
と
請
人
の
長
百
姓

へ
そ
の

旨
を
断
っ
て
お
い
た
。

そ
れ
か
ら
二
か
月
後
、

ま
た
惣
八

（儀
左
衛
門
）
を
め
ぐ
っ
て
村

内
が
さ
わ
ぎ
に
な
っ
た
。

一
安
永
九
子
ノ
十

一
月
廿
五
日
二
、

幸
七
遺
跡
儀
左
衛
門
欠
落
仕

候
と
、

組
之
内
平
八

・
近
所
儀
左
衛
門
役
人
方

へ
廿
九
日
朝
注

進
仕
候
二
付
、

早
速
役
人
寄
合
仕
、

相
談
致
シ
候
て
、

組

・
近

所
呼
出
シ
申
談
候

ハ
、

御
定
法

ニ
ハ
尋
ヲ
申
付
べ
き
所

二
御
座

候

へ
共
、度

々
悪
事
仕
出
シ
候
者

二
御
座
候

へ
ば
、此

方
二
て
尋

可
申
付
儀
も
延
引
二
御
座
候
、

然
共
組
之
内

二
て
ハ
、

四

・
五

日
も
尋
候

ヘ
バ
如
何

二
御
座
候
と
申
渡
シ
候

へ
ば
、

何
分
尋
事

御
免
二
て
御
役
人
中
御
了
間
次
第
被
成
可
被
下
と
申
候
、

左
候

へ
ば
、

当
九
月
請
負
仕
候
長
百
姓
六
人
江
申
談
候

ハ
、

真
元
方

僻轍娘脚鶴二左齢刈鵡
・人近二所（相ｕ額期方ニヘ付ば則シ度恕印離二左

相
成
候

二
付
、

其
元
方

ハ
如
何
相
成
候
哉
承
度
存
候
二
付
、

呼

出
シ
申
候
、

六
人
申
候

ハ
、

私
共
も
指
出
シ
可
申
候
二
付
、

可

然
様
御
取
計
イ
可
被
下
侯
と
申
候

二
付
、

左
候

ヘ
バ
、

役
人
方

も
致
方
無
之
候

二
付
、

来
ル
丑
ノ
正
月
八
日
ニ
ハ
小
田
原

へ
御

訴
可
申
候
と
相
定
、

欠
落
注
進

二
組
頭
九
右
衛
門
殿
参
ル
筈
相

究
メ
置
キ
申
候
所

二
、

（後
略
）

儀
左
衛
門
と
惣
八
は
同

一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

惣
百
姓

一
統
の
と
り
き
め
の
な
さ
れ
た
直
後
、

儀
左
衛
門
の
欠
落

が
村
役
人
に
知
ら
さ
れ
た
。

村
役
人
か
ら
の
相

談

に
対

し
、

組

・

「
近
所
」
、

請
人
の
長
百
姓
と
も
に
、　

儀
左
衛
門
を

村
役
人

へ

「指

出
」
し
て
あ
と
は
村
役
人
の
考
え
に
ま
か
せ
る
と
し
た
。

そ
こ
で
村

役
人
は
小
田
原

へ
の
欠
落
注
進
を
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、

翌
丑
年
の
正
月
七
日
、　

つ
ま
り
小
田
原

へ
訴
え
出
る

と
き
め
た
日
の
前
日
に
、

組

・
「
近
所
」
よ
り

儀
左
衛
門
が

見
つ
か

っ
た
と
の
と
進
が
あ

っ
た
。

そ
こ
で
名
主
は
、

先
ず
は
儀
左
衛
門
を

「内
」

へ
呼
び
返
す
よ
う
申
し
付
け
た
。

と
こ
ろ
が
同
日
夕
刻
、

名

主
の
と
こ
ろ

へ
組

。
「近
所
」
に
頼
ま
れ
た
妙
典
寺
が
や

っ
て
き
て
、

実
は
儀
左
衛
門
欠
落
は
組

・
「
近
所
」
の
勘
違
い
で
あ

っ
た
こ
と

を

告
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
村
役
人
の
談
合
の
結
果
、

妙
典
寺
の
願

い
ど
お
り
欠
落
注
進
の
件
は
妙
典
寺
に

「願
下
ケ
」
と
な
り
、

請
人

の
長
百
姓

へ
も

「済
口
之
次
第
」
が
伝

え

ら

れ

た
。
こ
の

一
件
は

「惣

（
方

罫
知
分

二
致
シ
」
解
決
し
た
の
で
あ

っ
た
。

Ｂ
　
峯
蔵

一
文
政
九
年
成
年
、

小
麦
凸
半
右

工
門
枠
峯
蔵
と
申
者
、

不
届
ケ

（
・２
）

キ
者

二
村
、　

一
向
居
村

二
も
相
見

へ
不
申
候

二
付
、

早
々
罷
出

史
苑

（第
四
九
巻
第
一
号
）

層
申
候
て
、

盗
な
ど
致
し
候
様
も
相
聞
江
申
候

二
付
、

組
内

・

近
所

‘
村
役
人

一
同
相
談
之
上
小
田
原

へ
我
等
自
身

二
参
り
、

欠
落
届
ケ
仕
、

当
十

一
月
五
日
御
役
所
江
相
届
ケ
置
申
侯
、

猶

又
弐
度
目
之
届
ケ

ニ
同
十
四
日
二
御
役
所
江
相
届
ケ
申
候
、

是

ハ
組
頭
郡
右
衛
門
殿
参
り
申
候
、

御
役
所

二
而
被
仰
付
、

弥
々

長
尋

二
相
成
申
候
、

以
上
、

村
に
よ
り

つ
か
な
い

「不
届
ケ
キ
者
」
の
峯
蔵
が
盗
み
を
し
て
い

る
ら
し
い
こ
と
を
組

・
「近
所
」
・
村
役
人
は
聞
き
つ
け
た
。

そ
こ
で

彼
ら

は
相
談
の
上
、

藩
に
欠
落
届
を
出
し
た
。

こ
れ
は
三
度
目
の
届

で
長
尋
と
な

っ
た
。

（・３
）

Ｃ

　

い
そ

一
寛
政
八
辰
八
月
ょ
り
、

無
田
□
右
衛
門
娘
い
そ
当
五
月
郡
内

ヘ

田
植

二
参
り
候
て
、

盆
前
二
も
帰
り
不
申
候
故
、

承
り
候
得
ば
、

無
宿
者
と
欠
落
仕
候
、

依
之
組
内

二
て
所
々
相
尋
候

へ
ば
、

富

士
郡
木
伐
山
と
申
所

二
両
人
居
申
候
、

組
内
よ
り
帰
り
候
と
申

侯

へ
ば
、

何
帰
候
義
相
成
不
申
候
と
申
候
二
付
、

左
候
得
バ
、

舗
訪
鉢
納
地
頭
様

へ
御
願
候
て
、

帳
替

二
仕
候
に
依
て
、

此
上

所
生
出
相
な
の
り
申
間
敷
と
急
度
申
付
、

罷
帰
り
申
候
、

夫
よ

り
役
人
組
之
者
相
談
仕
、

小
四
原

へ
御
届
申
候

ハ
、

二
度
所
々

相
尋
候

へ
共
、　

一
向
相
見
不
申
候
段
、

相
届
ケ
申
候
得
ば
、

帳

替
者
被
致
候
、

依
之
て
相
済
申
候
、

小
田
原
入
用
は
村
中

二
て

助
合
仕
候
、

以
上
、
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欠
落
し
た
い
そ
を
組
の
者
が
捜
し
に
行

っ
て
見
付
け
た
と
こ
ろ
、

帰
り
た
く
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
は
公
儀
に
願

っ
て

「帳
替
」
に
す

る
か
ら
以
後
出
生
村
を
絶
対
に
名
の
っ
て
く
れ
る
な
よ
と
言
い
お
い

て
、

組
の
者
は
帰
っ
て
き
た
。

「帳
替
」
は

チ
ョ
ウ
ガ
イ
と
よ
ん
で

「帳
外
」
と
同
意
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
村
役
人
と
組
の
者
が
相
談
し

て
小
日
原

へ
欠
落
届
け
を
し
、

見
逃
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
度

捜
し
た
が
見
つ
か
ら
な
い
と
し
て
、

「帳
外
」
と
な
っ
た
。　
こ
の
と

き
の

「小
日

（
原

鉄
用
」
は
村
中
で

「
助
合
」
し
て
い
る
。

Ｄ
　
藤
兵
衛
女
房

一
当
村
藤
兵
衛
義
同
女
房
両
人
此
度
欠
落
仕
候
て
、

十
里
木
罷
居

候
所
、

依
之
当
村
繁
助
井
甚
右
衛
門
殿
同
粗
内
佐
右
衛
門
、

右

二
人
二
而
引
連
に
参
り
一候
得
共
、

何
分
山
ノ
尻
江
参
り
候
義

ハ

い
や
と
申
候
、

依
之
ぜ
ひ
な
く
右
者
共
打
す
て
参
り
申
候
、

右

訳
ケ
役
方
江
も
相
届
ケ
御
座
候
、

依
之
役
方

二
而
は
、

右
女
房

御
帳
面
之
儀
御
上
様
子
も
御
願
申
上
候
、

相
除
申
候
、

其
節
御

注
進
ニ
ハ
、

組
頭
九
右
衛
門
殿
小
田
原
江
参
り
申
候
、

文
化
十

年
酉
ノ
九
月
廿

一
日
二
一能
越
し
申
候
、

以
上
、

こ
の
ケ
ー

（ス換
Ｃ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

Ｅ
　
八
左
衛
門

一
天
明
元
丑
ノ
ニ
月
よ
り
山
尾
田
村
源
右
衛
門
兄
八
左
衛
門
内
所

帳
外

二
仕
候
、

此
義
去
ル
明
和
五
子
ノ
十
月
江
戸
へ
参
り
候
て
、

当
春
迄
今
以
行
衛
不
相
知
候

子
付
、

旦
那
寺

・
組
之
内

・
役
人

相
談
之
上
右
之
帳
外

二
仕
侯
、

山
尾
田
村
は
山
之
尻
村
の
隣
村
で
あ
り
、

宝
永
四
年
の
富
士
山
の

噴
火
に
よ
る
砂
降
り
以
降
、

山
之
尻
村
の
預
か
り
村
と
な
っ
た
。

江

戸
へ
出
て
い
っ
た
き
り
十
三
年
も
消
息
の
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る

八
左
衛
門
は
、

こ
の
年
の
春
の
宗
門
改
め
で
、

つ
い
に
宗
門
帳
か
ら

削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
組

・
村
役
人
の
他
に
檀
那

寺
が
相
談
し
て
八
左
衛
門
の

「帳
外
」
を
決
め
て
い
る
点
が
、

こ
れ

ま
で
の
事
例
と
は
違
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
八
左
衛
門
の
場
合
は
、

こ
れ
ま
で
の
事
例
で
み
て
き
た
よ
う
な
、

特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
の

こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

長
年
消
息
の
わ
か
ら
な
か
っ
た

者
を
、

宗
門
改
め
の
機
会
に
死
亡
に
準
じ
た
扱
い
で
除
帳
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の
事
例
、

特
に
事
例
Ａ

・
Ｂ
に
、

村
方
に
お
け
る

「帳
外
」

の
論
理
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
事
例
Ａ
か
ら
み
て
み
よ
う
。

惣
八
は

「村
方
役
人
江

一
切
勤

メ
無
之
」
と
い
う
状
況
で
は
放
置
さ
れ
て
い
た
。

名
主
の
言
う
と
こ

ろ
の

「悪
事
」
の
第

一
は
沼
津
宿
で
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
村
内
の
処
分
は
、

小
田
原
か
ら
帰
村
し
た
時
点
で
、

名
主
が
咎
め
る
前
に
親
の
幸
七
が
勘
当
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

終
了

し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
と
き
の
勘
当
は
二
年
後
に
林

昌
寺
の
と
り
な
し
で
組

・
「近
所
」
が
請
人
に
た
ち
、　

解
除
と
な
っ

て
い
る
。

第
二
の

「悪
事
」
は
他
村
で
魚
売
り
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
村
内
の
処
分
に
つ
い
て
は
、

長
百
姓
が
請
人
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
済
ん
で
い
る
。

こ
の
と
き
は
惣
百
姓

一
統
の
相
談
が
な
さ
れ

て
お
り
、

今
度

「
悪
事
」
を
し
た
ら
小
田
原

へ
訴
え
て

「帳
外
」
願

を
す
る
と
い
う
処
分
を
き
め
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
こ
こ
で
の

「
悪
事
」
と
は
盗
み
や
殺
人

・
傷
害
事
件

と
い
っ
た
重
大
な
公
儀
の
刑
法
に
よ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

沼
津
で

の

一
件
に
し
て
も
魚
売
り
の

一
件

に

し

て
も
、

そ
れ
は

「村
方
不

将
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、　

つ
ま
り
組
の
者

・
「近
所
」
の
者

・

村
役
人
を
は
じ
め
と
す
る
村
方
に
迷
惑
を
か
け
た
と
い
う
こ
と
が
、

「
悪
事
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
沼
津
で
は
公
儀
に
捕
ら
え
ら
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
惣
八
は
村
に
と

っ
て
の
不
当
者
と
し
て
、

惣
百
姓

一

統
の
評
議
に
よ
り
、

「
帳
外
」
と
い
う

処
分
を
目
の
前
に
つ
き
つ
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

事
例
Ｂ
に
つ
い
て
は
、

公
儀
と
の
合
意
に
も
と
づ
く

「帳
外
」
の

届
書
に
記
さ
れ
た
文
言
と
比
べ
て
み
よ
う
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に

「
帳
外
」
の
届
書
に
み
ら
れ
る
そ
の
目
的
は

「後
難
」
か
ら
村
を
守

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
前
提
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
出
入

・

掛
け
合
い

。
「
悪
事
」
（
こ
こ
で
い
う

「
悪
事
」
と
は
公
儀
の
刑
法
に

触
れ
る
犯
罪
、　

つ
ま
り
盗
み
や
殺
人

・
傷
害
事
件
を
引
き
起
こ
す
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
）
は
な
か

っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
場
合
、

う
わ
さ
で
は
あ
る
が
、

峯
蔵
が
盗
み
な
ど
を
し
て
い

る
こ
と
を
聞
き
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
公
儀
の
側
に
露
見

史
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す
れ
ば
村
と
し
て
は
大
い
に
面
倒
な
こ
と
に
な
る
。

そ
の
前
に
村
と

峯
蔵
と
の
縁
を
切

っ
て
村
を
難
儀
か
ら
守
る
必
要
が
あ

っ
た
。

そ
こ

で
あ
わ
て
て
欠
落
届
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
の
届
に

は
何
と
記
さ
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

お
そ
ら
く
犯
罪
の

事
実
は
隠
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

つ
ま
り
村
に
と

っ
て
は
峯

蔵
が
盗
み
を
し
た
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
よ
っ

て
村
が
被
る
で
あ
ろ
う
難
儀
こ
そ
が
問
題
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
事
例
Ａ
の

「
悪
事
」
の
と
ら
え
方
と
同
様
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も

村
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が

「
悪
」
な
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
村

人
を
追
い
出
す
と
き
に
は
、

公
儀
と
の
合
意
を
無
視
し
て
も
、

こ
れ

を
実
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
事
例
Ｅ
で
八
左
衛
門
の

「帳
外
」
が

「内
所
」
で
あ

っ
た
と

い
う
点
は
注
意
を
要
す
る
。

八
左
衛
門
の

「
帳
外
」
は
公
儀
に
認
め

ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
、　

村
方
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「内
所
帳

外
」
に
し
て
お
く
こ
と
が
村
方
に
と

っ
て
い
か
な
る
利
点
と
な

っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
村
の
中
で
の

「帳
外
」
決
定
の
手
続
き
に
つ
い
て
考
え
て
み

ン
す
つ
。「帳

外
」
は
個
人
の
身
分
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、

山
シ
一尻
村

に
お
い
て
は
、

そ
の
決
定
に
は
組

。
「近
所
」
の
意
思
が
最
も
重
視

さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
少
し
疑
間
が
残
る
。

ま
ず
、

個
人
の

身
分
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
、

親
類
が
こ
こ
に
で
て
き
て
も
よ
さ
そ
う
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な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て

「近
所
」
と
は

一
体
何
な
の
か
。

「
名
主
日
記
」
で
は
、

「帳
外
十

欠
落
関
係
に
限

っ
て
み
れ
ば
、

そ
こ
に
親
類
が
関
与
し
て
い
る
記
事
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
個
人
に
関
し
て
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
と
し
て
、

数
多

く
登
場
す
る
の
が
組

・
「
近
所
」
で
あ
る
。

「
近
所
」
の
は
た
ら
き
は
、

ほ
ぼ
組

（
五
人
組
）
に
等
し
く
、

多
く
の
場
合
組

・
「近
所
」
と

し

て

一
組
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
欠
落
の
村
役
人

へ
の
注
進
、

尋
ね
、

請
人
、

家
財
処
分
、

身
柄
引
請
、

勘
当
そ
の
他
個
人
に
か
か

わ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
関
与
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が

っ
て
逆
に
組
と

「近
所
」
の
は
た
ら
き
の
境
も
見
極
め
難
い
。
し
か

し
、

御
厨
地
方
の
他
村
で
も
、

欠
落
届
に
お
い
て
、

五
人
組
と
親
類

は
個
人
に
関
し
て
責
任
を
負
う
者
と
し
て
、

い
わ
ば
公
式
に
登
場
す

る
が
、

「近
所
」
と
い
う
文
言
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
よ
り
深
い
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、

い
ず

れ
に
し
て
も
、　

山
之
尻
村
に
お
い
て
、

「
近
所
」
は

組
と
と
も
に
個

人
を
と
り
ま
く
小
集
団
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
こ
う
し
た
組

。
「近
所
」
の
あ
り
か
た
は
、　

事
例
Ａ
に
よ
く
表

れ
て
い
る
。

惣
八
が
事
件
を

起
こ
し
た
こ
と
を

組

・
「近
所
」
が
知

る
と
、

ま
ず
組

・
「近
所
」
で
相
談
が
な
さ
れ
る
。　

そ
の
後
村
役
人

へ
知
ら
せ
、

村
役
人
の
寄
り
合
い
が
も
た
れ
る
。
こ
の
と
き
村
役
人

へ
の
通
報
を
せ
ず
、

組

・
「近
所
」
が
独
自
の
処
置
を
す
る
こ
と
を
、

村
役
人
は
抑
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
村
役
人
の
指
示
に
従

い
、

組

・
「近
所
」
は

そ
の
処
置
に
奔
走
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
惣

八
が
欠
落
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
と
き
、

村
役
人
は
先
ず
組

・
「近

所
」
に
相
談
し
て
い
る
。

彼
ら
が
惣
八
を
村
役
人
に

「指
出
」
し
て
、

さ
ら
に
請
人
の
長
百
姓
も
こ
れ
に
同
意
し
た
と
こ
ろ
で
、

村
役
人
の

決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
団
が
個
人
に
対
し
て
色
す
義

務
と
そ
の
裏
が
え
し
の
権
利
を
、

村
役
人
は
重
視
し
て
い
た
。

個
人

を
と
り
ま
く
小
集
団
が
村
役
人
に
無
断
で
事
件
の
処
理
を
行
う
こ
と

は
抑
制
さ
れ
る
方
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
小
集
団

の
側
に
ま
っ
た
く
主
体
性
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
が
時
と
し
て
独
走
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

個
人
の
引
き
起
こ
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
個

人
を
と
り
ま
く
小
集
団
と
村
役
人
が
基
本
的
な
単
位
と
な
っ
て
そ
の

処
理
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「帳
外
」
の
問
題
は
、

村
の
中
に
お
い
て
個
人
を
と
り
ま

く
組

。
「近
所
」
そ
し
て
村
役
人
と
い
う
レ
ベ
ル
で
完
結
す
る
の
で

は
な
く
、

村
惣
中
の
レ
ベ
ル
に
持
ち
込
ま
れ
る
。

事
例
Ａ
で
は
惣
八

の

「帳
外
」
を
惣
百
姓

一
統
相
談
の
上
決
定
し
て
い
る
し
、

ま
た
事

例
Ｃ
で
は

「小
田
原
入
用
」
は
村
中
で

「助
合
」
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
段
階
を
経
て
、

個
人
の
存
在
は
村
共
同
体
の
中
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
団
と
村
役

人
が
個
人
を
統
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、

村
全
体
と
し
て
の
秩
序
が
維

史
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持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
団
と
村

役
人
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
村
惣
中
の
レ
ベ
ル
ヘ
と
問
題
が
行
く
と
き

に
、

具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
経
過
を
経
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
村
内
に
お
け
る
個
人
の
位
置
付
け
を
概
念
図
で
示

せ
ば
図
Ｉ
Ｉ
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、

事
例
Ｅ
の
よ
う
に
宗
門
帳
の
書
き

換

え

の
機
会
に

「
帳

外
」
す
る
場
合
に
は
、

こ
の
他
に
檀
那
寺
が
か
か
わ

っ
て
く
る
。

三
、

「
村
請
」

の
社
会
と

「
帳
外
」

本
節
で
は

「帳
外
」
の
成
立
後
、

一‐帳
外
」
者
に
対
す
る
村
の
対

処
の
仕
方
か
ら
、

個
人
と
村
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、

次
の
事
例
は
、　

天
明
八
年

（
一
七
八
七
）、　
相
模
国
大
住

郡
菩
提
村
と
同
郡
簑
毛
村
と
の
盗
賊
引
渡
を
め
ぐ
る
争
論
で
、

訴
え

ら
れ
た
側
の
菩
提
村
の
返
答
書
に
よ
る
も
の
で
あ
（だ
。

Ａ
　
新
蔵

ま
ず
簑
毛
村
の
訴
え
た
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

菩
提
村
の

番
非
人
が
捕
ら
え
た
盗
賊
新
蔵
が
、

蓑
毛
村
の
出
生
で
あ
る
と
言

っ

た
の
で
、

新
蔵
を
簑
毛
村

へ
引
き
渡
し
た
。
し
か
し
袋
毛
村
で
は
、

新
蔵
は
既
に
地
頭
所
に
願

っ
て
人
別
帳
を
除
い
て
あ
る
か
ら
、

引
き

請
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

近
郷
十
二
ヶ
村
の
寄
合
で
は
、

蓑
毛

村
番
非
人
よ
り
菩
提
村
番
非
人
が
頼
ま
れ
て
捕
ら
え
た
盗
賊
で
は
あ

る
が
、

蓑
毛
村
は

「久
離
」
し
て
い
る
の
で
、

新
蔵
は
菩
提
村
か
ら

差
し
出
す
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
菩
提
村
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

実
は
新
蔵
は
去
年
簑
毛
村
で
補
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

簑
毛
村
は
、

盗
賊
に
番
人
を
付
け
た
り
奉
行
所

へ
差
し
出
す
費
用
に
難
渋
し
て
い

る
と
し
て
、

組
合
の
村
々
か
ら
こ
れ
を
差
し
出
さ
せ
た
。

そ
れ
な
の

に
袋
毛
村
は
新
蔵
を
差
籠
に
入
れ
た
ま
ま
差
し
出
し
を
延
ば
し
て
、

そ
の
う
ち
新
蔵
に
逃
げ
ら
れ
た
と
言
い
出
し
た
。
こ
れ
は
、

村
内
に

同
類
が
い
る
か
、

ま
た
は
新
蔵
が
村
外
で
盗
み
取

っ
て
き
た
品
々
を

安
く
買
い
取

っ
て
商
売
を
す
る
者
が
い
る
か
で
、

新
蔵
を
差
し
出
し

て
事
実
を
し
ゃ
べ
ら
れ
よ
う
も
の
な
ら
、

村
役
人
を
は
じ
め

一
同
難

渋
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で

「
一
統
馴
合
」
、　

新
蔵
を

逃
が
し
た

に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

簑
毛
村
の
法
蓮
寺
は
度
々
被
害
に
あ

っ
て

い
た
の
で
、

村
役
人

へ
新
蔵
取
り
逃
が
し
の
こ
と
に
つ
い
て
抗
議
し

た
。

そ
こ
で
村
役
人
は
そ
の
処
置
と
し
て
、

新
蔵
の
番
を
し
て
い
た

番
非
人
を
罷
免
し
た
。

い
わ
れ
な
く
罷
免
さ
れ
た
番
非
人
は
、

近
郷

十
七
ヶ
村
の
番
非
人

へ
新
蔵
を
捕
ら
え
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
の

で
あ

っ
た
。

菩
提
村
の
番
非
人
は
新
蔵
を
捕
ら
え
た
の
で
菩
提
村
側

へ
引
き
渡

し
た
が
、

簑
毛
村
の
者
た
ち
が
菩
提
村
の
組
頭
宅
の
柱
に
新
蔵
を
し

ば
り

つ
け
て
い
っ
た
。

菩
提
村
は
新
蔵
を
蓑
毛
村

へ
引
き
渡
そ
う
と

す
る
が
、

蓑
毛
村
は
が
ん
と
し
て
受
け
取
ら
な
い
。

そ
れ
で
組
合
外

十
ヶ
村

へ
掛
け
合

っ
た
と
こ
ろ
、

星
衰
毛
村
出
生
之
盗
賊
」
で
あ
り
、

殊
に
去
年
取
り
逃
が
し
た
盗
賊
で
あ
る
か
ら
、

養
毛
村
が
引
き
取

っ

て
差
し
出
す
べ
き
で
あ
る
と
決
着
し
た
。
し
か
し
策
毛
村
は
納
得
せ

ず
、

種
々
悪
口
雑
言
を
言

っ
て
菩
提
村
の
名
主
宅

へ
居
坐

っ
た
。

蓑

毛
村
が
先
訴
に
及
ん
だ
た
め
、

菩
提
村
が
結
局
新
蔵
を
連
行
す
る
こ

と
に
な

っ
た
が
、

心
外
で
あ
る
。

こ
の
事
例
で
、

村
と
個
人
と
の
関
係
に
関
し
て
双
方
の
言
い
分
を

く
ら
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

菩
提
村
の
論
理
で
は
、

出
生
村
は

あ
く
ま
で
も
そ
の
村
の
者
の
行
動
に
責
任
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る
。　

一
方
の
簑
毛
村
は
、

人
別
帳
を
除
い
て
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、

村
と
し
て
は
引
き
請
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

他

の
論
点
を
捨
象
す
れ
ば
、

こ
の
二
つ
の
論
理
は
相
反
す
る
も
の
で
は

（
・９
）

な
い
。

そ
こ
か
ら
は
、

村
は
人
別
帳
を
除
く
ま
で
そ
の
村
の
者
を
引

き
請
け
て
い
る
、

と
い
う
社
会
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

個
人
を
村
が
請
け
て
い
る
と
い
う
社
会
は
、

村
に
と

っ
て
統
制
の
き

か
な
い
者
を
抱
え
て
い
れ
ば
、

そ
の
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

難
儀
が
村
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
村
は
そ
の
よ
う
な
者
を
村
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
（て冴
再
び
「名
主
日
記
」
に
戻
って
み
よ
う
。

Ｂ
　
角
蔵

天
保
二
年
卯
四
月
六
日

史
苑

（第
四
九
巻
第
一
号
）

一
当
村
下
合
無
宿
角
蔵
儀

二
付
、

小
田
原
郡
組
之
内
配
嶋
定
右
衛

門
殿

・
瀬
戸
栄
左
衛
門
殿
両
人
よ
り
配
符
ヲ
以
申
被
置
候
は
、

角
蔵
儀

二
付
掛
合
申
度
由
御
配
符

二
御
座
候
、

我
等
儀
も
病
気

故
組
頭
藤
左
衛
門
殿
井
組
内

二
而
常
右
衛
門
井

一
同
之
内

二
而

勘
兵
衛
同
七
日
小
田
原

へ
差
遣
し
申
候
、

右
郡
組
衆
中
被
申
候

は
、

角
蔵
儀
病
気
之
由

二
而
国
元

へ
参
り
度
由
ヲ
申
候

二
付
、

其
方
共
此
度
引
取
可
申
と
被
仰
候
処
、

中
右
之
者
之
義

ハ
不
当

者

二
御
座
候
得
ば
、

何
分
村
方

へ
引
取
申
候
儀
は
相
成
不
申
候

挨
拶
仕
候
、

左
候
得
ば
御
役
所

へ
罷
出
可
申
と
被
申
候

二
付
、

役
所

へ
参
り
申
候
所
、

右
瀬
戸
栄
左
衛
門
様

，
配
鳴
定
右
衛
門

様
被
申
候
は
、

角
蔵
引
取
相
成
り
不
申
候
は
尤

二
御
座
候
【、
左

候
得
ば
、

此
方

二
而
も
追
払
申
候

二
付
、

左
様
承
知
可
致
一と
被

仰
付
、

右
之
者
罷
層
り
申
候
、

以
上
、

天
保
二
年
卯
五
月
十
七
日
晩
、

当
村
下
合
無
宿
角
蔵
義
風
と
下

合
丸
山
は
か
ば
に
病
気
と
申
罷
居
候
、

近
所
之
者
見
付
、

役
前

申
出
侯

二
付
、

不
法
者
故
早
速
払
可
申
と
申
付
、

直

二
口
出

村

久
蔵
江
両
人
遣
し
、

直
々
相
払
可
申
と
申
付
候
処
、

久
蔵
病
気

故
若
者
十
八
日
晩
参
り
申
候

二
付
、

右
之
由
申
付
候
処
、

若
者

申
候
は
、

角
蔵
病
気

二
御
座
侯
得
ば
、

我
等
引
取
打
払
候
一義

ハ

相
成
兼
申
候

二
付
、

村
方
御
沙
汰
通
リ

ニ
被
成
可
被
下
候
一、
尤

病
気
平
全
致
し
申
候
得
ば
、

直
々
久
蔵
引
取
可
申
筈

二
御
座
候
、

左
候
得
ば
、

組

・
近
所
役
前
江
願
出
申
候
は
、

表
面

ハ
知
一ら
ぬ

-16-―- 17 -―



近
世
村
落
と

「帳
外
」

（辻
）

分

二
被
成
被
下
候
様

二
御
願
申
上
候
、

新
兵
衛
屋
敷
角
成
共
差

置
、

病
気
平
ゆ
う
為
致
可
申
と
之
由
願
出
申
候

二
付
、

表
面

ハ

一
切
知
ら
ぬ
分

工
而
差
置
申
候
、

跡

ハ
直
々
久
蔵
方

へ
引
取
可

申
筈

二
御
座
候
、

為
念
印
書
置
申
候
、

以
上
、

然
ル
処
、

五
月
十
九
日
昼
八
ツ
時
頃
死
去
致
し
候
由
近
所
よ
り

届
ケ
御
座
候
、

右

二
付
久
成
寺
江
為
内
分
と
御
願
申
上
候

ハ
ヾ

為
慈
悲
ヲ
以
か
り
埋

二
致
し
申
候
、

極
々
無
宿
者
故
内
分
二
而

取
始
末
仕
置
候
、

以
上
、

角
蔵
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
を
要
す
る

で
あ

ろ

う
。

文
政
九
年

（
一
八
二
六
）、
中
丸
村
の
鈴
木
吉
右
衛
門
が

角
蔵
の
組
の
栄
左
衛

門
の
と
こ
ろ
に
や

っ
て
き
て
、

角
蔵
が
吉
右
衛
門
宅

へ
盗
み
に
入

っ

た
こ
と
を
告
げ
た
。

そ
こ
で
組

・
「近
所
」
の
者
が

角
蔵
に
問
い
た

だ
す
と
、

角
蔵
は
盗
み
の
事
実
を
認
め
た
。

早
速
組

・
「近
所
」
で

盗
ん
だ
品
を
改
め
、

吉
右
衛
門
に
す
べ
て
返
却
し
て
中
丸
村
の
方
は

済
ん
だ
。　

一
方
山
之
尻
村
内
で
の
角
蔵
の
処
置
に
つ
い
て
は
、

村
役

人
か
ら
組

も
「近
所
」
に
指
示
が
出
さ
れ
、

養
子
や

妻
が

不
縁
と
な

り
、

ま
た
長
屋
を
取
り
潰
し
馬
の
売
却
を
す
る
な
ど
と
な

っ
た
。

そ

し
て
当
の
角
蔵
は
と
い
う
と
、

檀
那
寺
の
久
成
寺

へ
欠
け
込
ん
だ
。

そ
こ
に
近
村
増
田
村
の
番
非
人
と
思
わ
れ
る
久
蔵
が
か
ら
ん
で
話
が

こ
じ
れ
て
し
ま

っ
た
。　
し
か
し

村
役
人

，
組

。
「近
所
」
の
者
は
村

内
の
林
昌
寺
の
と
り
な
し
で
な
ん
と
か

久
蔵
に
頼
み
こ
ん
で
、

「内

済
村
払
」
と
し
て
角
蔵
を
久
蔵
の
と
こ
ろ
か
ら

「山
越
し
」
さ
せ
た

「内
分
（」欲
処
置
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

Ｃ
　
長
兵
衛

一
嘉
永
四
年
亥
ノ
五
月
廿
六
日
、

当
村
小
麦
山
半
右
衛
門
枠
長
兵

諭艇紳韓一闘豹い豹螂昨蜘駆歌鞠な駒毅い帥棘よ二痴赫

ケ

ニ
参
り
申
候
所
、

右
帳
外

二
御
座
候
得
ば
、

請
取
義
不
相
成

之
由
申
遣
し
申
候
、

依
之
組

・
近
所
之
者
よ
り
右
申
遣
し
申
候
、

右
籠
之
者
共
義
致
し
方
も
な
く
、

然
ル
共
其
夜
之
義

ハ
一
夜
泊

り
世
話
致
し
遣
し
申
候
、

長
兵
衛
義

ハ
病
気

二
付
、

品
々
原
山

辺
当
り
大
道

二
ふ
せ
り
居
り
申
候

二
付
、

無
拠
又
々
役
前

へ
も

届
ケ
御
座
候

二
付
、

役
人
立
合
見
分
致
し
申
候
、

病
気
之
義
訳

り
不
申
候

二
付
、

仲
才
老
呼
、

見
分
致
し
見
申
候
処
、

大
キ
ニ

ね
つ
も
能
御
座
候
得
ば
、　

何
れ

生
か
ん
と
相
見

へ
申
候
と
仲

才
老
申
候

二
付
、

皆
々
相
談
之
上
、

小
屋
ヲ
持
、

原
あ
ら
大
北

分
米
野
之
内
掛
ケ
申
候
、

無
拠
組

・
近
所

二
而
世
話
致
し
置
申

候
、

五
月
廿
八
日

右
之
者
直

二
廿
八
日
朝
死
去
致
し
申
候
、

内
分
二
而
時
分
之
内

は
か
所

へ
置
申
候
、

「帳
外
」
者
の
長
兵
衛
は
小
田
原
で
年
に
入

っ
て
い
た
が
、

病
気

に
な

っ
た
た
め
年
か
ら
出
さ
れ
た
。

長
兵
衛
は
自
分
と
の
縁
を
き

っ

た
山
之
尻

へ
帰
る
し
か
な
か
っ
た
。

「近
所
」
が

村
役
人
に
知
ら
せ

史
苑

（第
四
九
巻
第

一
号
）

の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
久
蔵
方

へ
は
村
役
人
惣
代

・
組

・
「近
所
」

で
礼
に
行

っ
て
、

こ
ち
ら
の
方
も
済
ん
だ
。

さ
て
、

小
田
原
に
対
し

て
は
角
蔵
が
欠
落
し
た
と
の
注
進
を
し
た
。

十
日
限
の
尋
を
申
し
付

け
ら
れ
た
後
二
度
目
の
届
を
し
て
長
尋
と
な
り
、

こ
ち
ら
の
処
置
も

（
２．
）

済
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
五
年
後
、　

藩
の
役
人
よ
り
、

「
当
村
下
合
無
宿
角
蔵
」

に
つ
い
て
掛
け
合
い
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
の
呼
び
出
し
を
宰
一け
て
、

村
役
人

・
組

・
ヨ

同
」
の
者
が
出
頭
し
た
。

角
蔵
は
年
に
で
も
一人

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

病
気
に
な

っ
て
村

へ
帰
り
た
い
か
一言
う

の
で
村
で
引
き
取
る
よ
う
に
、

と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
対
し

て
村
側
は
、

角
蔵
は
不
当
者
で
あ
る
か
ら
村
方

へ
引
き
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
藩
の
役
人
の
側
も
そ
れ
は
へ
ろ

と

も
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

一
ヶ
月
後
、
角

蔵
が
村
の
墓
場
に
姿
を
現
し
た
。

「
近
所
」
の
者
か
ら

知
ら
せ
を
受

け
た
村
役
人
は
、

不
法
者
で
あ
る
と
し
て
久
蔵
を
呼
ん
で

「
払
直

う

よ
う
一言
っ
た
。
し
か
し
久
蔵
の
都
合
で
そ
れ
が
で
き
な
か

っ
た
。

そ

こ
で
組

・
「近
所
」
が
村
役
人

へ
、

一十表
面

ハ
知
ら
ぬ
分
」
で
新
兵
衛

（
五
年
前
の
事
件
で
不
縁
と
な

っ
た
角
蔵
養
子
の
角
兵
衛
が
、

そ
の

後
角
蔵
の
跡
敷
を
新
規
取
り
立
て
と
な
り
、

名
前
を
改
め
て
新
兵
衛

と
な

っ
て
い
た
）
屋
敷
で
看
病
さ
せ
た
い
と
甲
し
出
た
の
で
そ
う
さ

せ
た
。
し
か
し
翌
日
角
蔵
は

死
ん
だ
。

「内
分
」
と
し
て
久
成
一寺
に

願

っ
て
角
蔵
を
仮
埋
葬
に
し
た
。

と
に
か
く
無
宿
者
で
あ

る

か

ら

た
が
、

「帳
外
」
者
で
あ
る
か
ら

請
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

言

わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
晩
だ
け
は
泊
め
て
や

っ
た
。

長
兵
衛
は
病
気

の
身
で
あ

っ
た
か
ら
そ
こ
ら
に
伏
せ
っ
て
い
る
の
で
、

村
役
人
立
ち

会
い
で
医
者
に
み
せ
た
。

そ
し
て
村
役
人

・
組

・
「近
所
」
で
相
談

し
て
小
屋
を
造
り
、

組

。
「近
所
」
で
世
話
を
し
た
。
し
か
し

そ
の

翌
日
長
兵
衛
は
死
ん
で
、

内
分
に
長
兵
衛
家
の
墓

へ
葬
ら
れ
た
の
で

あ
る

た
。

こ
の
二
つ
の
事
例
で
も
、

村
は

「帳
外
」
者
の
引
き
請
け
を
拒
否

Ｌ
そ

い
る
。

他
村
か
ら
の
掛
け
合
い
は
勿
論
の
こ
と
公
儀
に
対
し
て

す
ら
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
村
の
内
に
対
し

て
も
同
様
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
村
役
人
の
態
度
は
先
に
述
べ
た
個

人
と
村
を
め
ぐ
る
社
会
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
村
と
し

て
は
到
底

「帳
外
」
者
を
請
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し

「
帳
外
」
者
と
な

っ
た
角
蔵
と
長
兵
衛
は
、

病
気
に
な
っ

て
余
命
い
く
ば
く
も
な
く
な

っ
た
と
き
、

絶
縁
さ
れ
た
が
そ
れ
で
も

自
分
の
村
で
あ
る
山
之
尻

へ
と
戻

っ
て
き
た
。

村
役
人
は
請
け
取
り

を
拒
否
す
る
。

特
に
角
蔵
に
つ
い
て
は

「帳
外
」
に
至
る
ま
で
の
経

緯
が
経
緯
だ
け
に
、

な
ん
と
し
て
も
村

へ
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

か

っ
た
。
し
か
し
な
り
ゆ
き
で
す
ぐ
た

は
追
い
出
せ
な
く
な

っ
て
、

角
蔵
は

「内
分
」
で
か
つ
て
の
息
子
の
世
話
に
な

っ
た
。　

一
方
長
兵

衛
あ
場
合
は
ど
う
い
っ
た
理
由
で

「‐帳
外
」
と
な
っ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、

「名
主
日
記
」
の
記
述
は
、　

角
蔵
の
場
合
の
よ
う
に
何
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が
な
ん
で
も
追
い
出
せ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
村
役

人
は

「帳
外
」
を
理
由
に
請
け
取
り
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
長
兵
衛

も
結
局
は
組

・
「近
所
」
の
世
話
を

受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

村
と
村
人
と
の
間
に
は
、

制
度
と
し
て
結
び

つ
き
を
断

っ
て
も
、

実
際
に
は
な
お
断
ち
難
い
何
か
が
あ

っ
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
こ
と
が
個
人
を
村
が
請
け
る
と
い
う
社
会
を
支
え
て
い

る
の
で
あ
り
、

ま
た
、

だ
か
ら
こ
そ

「帳
外
」
に
よ
っ
て
公
に
個
人

と
村
と
の
縁
を
切

っ
た
こ
と
を
示
す
一必
要
が
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

「
当
村
下
合
無
宿
角
蔵
」
と
い
う

一
一見
矛
盾
し
た
言
葉
の
存
在
理
由

は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し

「帳
外
」
者
の
世
話
を
し
た
こ
と
も
、

元
の
檀
那
寺
に
埋

葬
し
た
こ
と
も
、

「内
分
」
の
こ
と
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。　
こ

の

「内
分
」
と
は
何
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、

「内

分
」
に
対
す
る

「表
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

角

蔵
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

は
じ
め
角
蔵
を
村
に
引
き
渡
そ
う
と
し
た
の

は
公
儀
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て

「表
」
を
公
儀
と
考
え
る
こ
と
は

難
し
い
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
村
惣
中
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

前
節

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

個
人
の
存
在
は
村
共
同
体
の
中
に
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、

「帳
外
」
は
村
惣
中
の
問
題
と
し
て
の
性
質
を
も
つ

も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

前
節
の
事
例
Ａ
で
惣
八
が
欠
落
し
た

と
組

。
「近
所
」
が

勘
違
い
し
た
と
き
、　

村
役
人
が

一
件
を

「惣
方

不
知
分

二
致
シ
」
た
と
い
う
の
は
、

即
ち

「表
」
に
し
な
い
で
お
さ

史
苑
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分 」
「内め

た
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
こ
れ
と
同
様
に
、

本
節
で
み
た

「帳

外
」
者

へ
の
対
処
も
、

「惣
方
不
知
分
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の

み
な
し
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
村
内
に
お
け
る

「内
分
」
と

「表
」
を
先
の
図
Ｉ
Ｉ

の
上
に
示
し
た
も
の
が
図
―
工
で
あ
る
。

お
わ
り
に

近
世
村
落
社
会
に
お
い
て
は
、

村
人
は
村
と
強
い
絆
で
結
ば
れ
て

い
た
。

村
で
は
そ
の
内
部
で
、

五
人
組

・
親
類
あ
る
い
は

「近
所
」

と
い
っ
た
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
団
、

そ
し
て
村
役
人
が

「素
行
の

悪
い
者
」
に
対
し
て
は

「異
見
」
を
加
え
る
。

ま
た
、

村
の
者
が
起

こ
し
た
事
件
に
対
し
て
は
、

こ
う
し
た
小
集
団
や
村
役
人
が
事
件
を

お
さ
め
る
は
た
ら
き
を
す
る
。

個
々
の
彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
村
内
全
体
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

れ
故
個
人
の

「帳
外
」
が
村
惣
中
の
問
題
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、

村
人
が
他
所
で
事

を
起
こ
せ
ば
ま
ず
村

（直
接
に
は
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
国

（
で

物
る

こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
）

へ
掛
け
合
い
が
く
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
即
ち
村
が
村
人
を
請
け
て
い
る
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
小
集
団
と
村
役
人
に
よ
る
統
制
が
き
か
な
い
者
も
あ

っ
た
。

個
人
を
村
が
請
け
て
い
る
と
い
う
社
会
で
は
、
こ
う
し
た
者

'表 」

図一II 村 内における「内分」と「表」
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近
世
村
落
と

「帳
外
」

（辻
）

を
放
置
し
て
お
く
と
、

彼
ら
、

ひ
い
て
は
村
に
と
め
ど
も
な
く
難
儀

が
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は

「
不
届
者
」
と
村
と
の
縁
を
切
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

村
人
と
村
と
の
締
が
強
い
村
社
会
に
お
い
て
は
、

社
会

に
認
め
ら
れ
る
形
で
そ
の

こ
と

を

示
す
必
要
が
あ

っ
た
。

そ
れ
が

「帳
外
」
で
あ

っ
た
。

以
上
当
該
地
域
で
の
事
例
か
ら
、

近
世
後
期
に
み
ら
れ
る
村
方
の

「帳
外
」
の
論
理
を
み
て
き
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た

目
的
を

満
足
に
達
成
で
き
ず
問
題
提
起
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま

っ
た
観
が
あ
る

が
、

最
後
に
本
稿
で
十
分
説
明
で
き
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
点
を
、

二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。　

て
つ
は
個
人
を
と
り
ま
く
小
集
団
と
村
役

人
に
よ
る

「内
分
」
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
村
惣
中
の

「表
」

に
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、

本
稿
で
は
ほ
と

ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ

る

が
、

「内
所
帳
外
」

に
し
て
お
く
こ
と
が
村
方
に
と

っ
て
如
何
な
る
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
た

の
か
、

で
あ
る
。

二
点
め
の
問
題
に
つ
い
て
は

「帳
外
」
を
考
え
て

い
く
上
で
の
も
う

一
つ
の
視
点
で
あ
る
、

公
儀
の
論
理
と
関
わ

っ
て

く
る
問
題
で
あ
る
。

村
方
か
ら
の

「帳
外
」
の
申
し
出
に
対
し
て
公
儀
が

「尤
も
な
こ

と
で
あ
る
」
と
し
て
こ
れ
を
認
め
た
こ
と
の
意
味
は
、

何
だ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

村
が
個
人
を
請
け
る
と
い
う
社
会
と
公
儀
の
人
民
支

配
の
論
理
と
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が

っ
て
く
る
の
か
。

先
の
二
点
と

と
も
に
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
問
題

で
あ
る
。

一証

（
１
）

御
殿
場
市
史
史
料
叢
書
２

『山
之
尻
村

の

「名
主
日
記
こ

と

し

て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
も
こ
れ
に
よ
っ
た
。

な
お
本
稿
で
は
史
料
集

よ
り
引
用
し
た
史
料
に
は
、

編
者
の
手
に
よ
る
読
み
が
な
、

送
り
が
な
、

返
り
点
等
は
省
略
し
た
。

（
２
）

前
掲
書
解
説
に
よ
る
。

（
３
）

内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
五
六

（
４
）

同
前
五
五

（
５
）

日
本
史
料
選
書

一
三

『旧
高
旧
領
取
調
帳
』
中
部
編
、

一近
藤
出
版
社

（
６
）
　

『御
殿
場
市
史
』
第
二
巻
七

一
頁

（
７
》

日
本
史
料
選
書
四

『地
方
凡
例
録
』
下
巻
、　

近
藤
出
版
社
、　

百

一五

頁
。

読
み
が
な
は
省
略
し
た
。

（
８
）
　

『秦
野
市
史
』
第
二
巻
近
世
史
料
二
、　

一
〇
八
―

一
一
一
頁

（
９
）
　

『山
之
尻
村
の

「名
主
日
記
と
、

六
七
―
六
九
頁
、

八
五
！
八
六
頁
、

八
七
で
八
八
頁

（
１０
）

前
掲
書
で
は

「
組

・
近
所

・
役
大
方

へ
」
と
し
て
い
る
が
、

内
容
か

ら
い
っ
て
こ
の
よ
う
に
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

↑
上
）

註
（
９
≦
中、
二
四
二
頁

（
‐２
）

「者

二
付
」
の
誤
り
か
。

含
０
）

註
（
９
≦
中、　
一
四
五
頁

（
‐４
）
　

「出
生
所
」
の
こ
と
か
。

（
‐５
）

註
（
９
）
書
、　

王
ハ
八
―

一
六
九
頁

（
‐６
）
　

「組
内
」
の
誤
り
か
。

（
・７

）

（
・８

）

（
‐９

）

（
２０

）

（
２‐

）

註
（
９
）書
、

八
九
頁

『秦
野
市
史
』
第
二
巻
近
世
史
料

一
、

六
二
一
六
―
二
四
頁

あ
る
者
の
所
属
す
る
村
が
必
ず
し
も
そ
の
者
の
出
生
村
と
は
限
ら
な

い
。

移
住
や
婚
姻

・
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
っ
て
所
属
が
出
生
村
か
ら
離

れ
る
こ
と
は
あ
る
。

そ
う
し
た
場
合
、

所
属
す
る
村
に
対
し
て
出
生
村

が
な
お
特
別
な
意
味
を
も
つ
の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
所
属
村
を
基
本
と
し
て
村
を
と
ら
え
て
、

考
察
を
す
す
め
る
。

註
（
９
）
書
、

二
七

一
―
二
七
二
頁

同
前
、

二
三
七
―
二
二
九
頁
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

水
本
邦
彦

氏
が

「公
儀
の
裁
判
と
集
図
の
提
」
３
日
本
の
社
会
史
』
第
五
巻
、

裁

判
と
規
範
、

岩
波
書
店
、　

一
九
八
七
年
）
で
紹
介
し
て
い
る
。

水
本
氏

は
同
論
文
で
盗
み
を
テ
ー
マ
に
公
儀
の
法
対
村
の
掟
の
関
係
に
検
討
を

加
え
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、

両
者
は
対
立
を
基
本
的
な
関
係
と
し
て
お

り
、

村
は
公
儀
の
統
治
体
系
に
抵
触
し
な
い
形
を
巧
妙
に
取
り
入
れ
な

が
ら
、

村
独
自
の
法

・
刑
罰
を
行

っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

そ
の
中
で

角
蔵

一
件
に
つ
い
て
は
、

盗
み
を
し
た
角
蔵
に
対
し
て
村
が
追
放
と
い

う
制
裁
措
置
を
と
っ
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
村
の
追
放
刑
を
隠
蔽
す

る
た
め
の
偽
装
工
作
と
し
て
角
蔵
の
欠
落
届
を
と
ら
え
て
い
る
。
し
か

し
水
本
氏
が
そ
の
論
文
の
中
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
自
村
の
者
が
被

害
に
道

っ
た
場
合
の
み
で
あ
り
、

盗
み
と
い
う
行
為
自
体
に
対
す
る
刑

罰
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
角
蔵

一
件
の
よ
う
に

自
村
の
者
が
他
村
で
盗
み
を
働
い
た
場
合
の
、
自
村
に
お
け
る
処
置
の

事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

村
外
で
盗
み
を
働
い
た
者
に
対
し
て
そ
の
者
の
所
属
す
る
村
は
、

そ
の

者
の
盗
み
自
体
を
刑
罰
の
対
象
と
考
え

る
よ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き

お
こ
さ
れ
る
難
儀
こ
そ
が
処
分
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

史
苑
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こ
の
よ
う
に
、

本
稿
で
は
村
は
角
蔵
を
追
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

公

儀
に
対
し
て
盗
み
の
事
実
を
隠
し
た
の
だ
と
解
釈
す
る
。

そ
し
て
村
を

こ
れ
以
上
の
難
儀
か
ら
守

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
角
蔵
の
追
放
に
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
十
分
難
儀
は
か
か
っ
て
い
た

の
で
、

「村
方
不
将
者
」

と
し
て
の
処
分
の
意
味
は
あ
る
が
、

水
本
氏
の
言
う
よ
う
な
盗
み
に
対

す
る
刑
罰
と
し
て
の
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２２
）

同
前
、

四
二
五
頁
。
こ
の
記
事
を
載
せ
る

「
名
主
日
記
」
（原
題
型
暴

永
三
年
　
永ヽ
代
諸
事
記
禄
帳
じ

の
）書
き
手
は
、

前
掲
書
の
解
説
に
よ

れ
ば
隠
居
し
た
源
之
丞
で
あ
る
。

源
之
丞
は
隠
居
な
が
ら
郡
中
取
締
惣

代
と
な
る
な
ど
、

当
地
方
に
お
い
て
力
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
と
り
あ
げ
た

「
名
主
日
記
」
の
記
事
の
書
き
手
は
、
こ
れ

以
外
は
当
時
名
主
の
職
に
つ
い
て
い
た
者
で
あ
る
。

（
２３
）

事
件
に
際
し
て
支
配
筋
を
と
お
さ
ず
に
、　

あ
る
い
は
と
お
す
前
に
、

相
手
の
村

へ
「
断
り
」
を
す
る
村
社
会
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
、

別

稿
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

口
側
記
〕

本
稿
は

一
九
八
五
年
度
に
立
教
大
学
に
提
出
し
た
問
題
名
の
卒
業
論
文
の

一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

在
学
中
、　

そ
し
て
卒
業
後
も
私
を
励
ま

し
続
け
て
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方

・
先
輩
方
に
対
し
て
、　

心
か
ら
御
礼
を
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

ま
た

「名
主
日
記
」
の
原
史
料
の
所
蔵
者
で
あ
る

清
占
文
夫
氏
に
は

「名
主
日
記
」
の
一
部
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

今
回

は
そ
の
成
果
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、　

紙
面
を
借
り
て
謝
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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