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一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

と
し
て
、

近
世
初
期
に
み
ら
れ
る
譜
代
に
は
、
そ
の
発
生
原
因
か
ら
み
て
、
前
代
よ
り
世
襲
的
に
主
家
に
隷
属
し
て
い
た
も
の
と
、
人
身
売
買
の

(
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結
果
と
し
て
譜
代
と
な
っ
た
も
の
の
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
既
に
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
人
身
売
買
に
関
し
て
は
、
徳
川
幕
府
法
を
は
じ
め
各
藩
法
に
あ
っ
て
、
禁
令
が
く
り
か
え
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

脇
田
修
氏
は
、
幕
藩
領
主
は
人
身
売
買
こ
そ
禁
止
し
は
し
た
が
、
譜
代
一
般
に
つ
い
て
の
禁
止
は
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
な
い
、

「
人
身
売
買
に
つ
い
て
は
幕
府
禁
令
は
一
貫
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
を
譜
代
奉
公
人
一
般
の
法
令

に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
か
か
る
禁
令
は
出
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
譜
代
解
放
令
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
は
あ
る
が
、
譜
代
禁
令

は
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
通
念
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
幕
府
令
に
お
い
て
も
年
貢
未
進
・
刑
罰
・
職
人
の
技
能
修
得
な
ど
に
お
け
る
譜

代
は
認
め
て
お
り
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
金
銭
授
受
（
つ
ま
り
こ
れ
が
人
身
売
買
で
あ
る
）
を
と
も
な
わ
な
い
相
対
の
譜
代
は
容
認
し
た

(
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の
で
あ
る
。
」

人
身
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
奉
公
の
禁
止
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
年
貢
未
進
や
刑
罰
等
に
も
と
づ

＜
譜
代
が
容
認
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
幕
府
法
に
な
ら
っ
て
各
藩
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
人

摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

〔
論
説
〕
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関
心
を
も
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
指
摘
を
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
元
和
元
年
十
二
月
の
加
賀
藩
の
高
札
に
、

一
諸
百
姓
不
依
男
女
、
他
国
江
う
り
遣
事
並
致
譜
代
重
代
之
契
約
、
在
所
を
罷
出
儀
堅
被
成
御
停
止
候

こ
の
加
賀
藩
の
高
札
は
、
藩
権
力
に
と
っ
て
も
、

（
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身
売
買
禁
令
に
つ
い
て
も
、
よ
り
消
極
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
お
も
に
「
他
国
売
」
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で

つ
ま
り
、
各
藩
で
は
領
国
内
の
労
働
人
口
確
保
と
い
う
観
点
で
の
み
人
身
売
買
に

と
あ
り
、
こ
れ
も
何
ら
一
般
的
な
人
身
売
買
の
禁
制
、
譜
代
奉
公
の
禁
制
で
は
な
く
、
他
領
、
他
所
へ
の
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ

百
姓
層
の
他
国
へ
の
人
身
売
買
と
、
譜
代
契
約
に
も
と
づ
く
出
奉
公
と
が
接
合
的
に

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
両
者
が
深
い
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
は
た
し
て
何
を

こ
な
わ
れ
た
。
幕
府
令
は
、
厳
し
い
禁
令
を
つ
づ
け
て
い
る
が
、
し
か
も
諸
藩
に
お
い
て
は
、
多
く
他
領
売
の
み
を
禁
じ
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
封
建
制
下
に
お
い
て
、
農
民
は
年
貢
未
進
に
よ
る
没
落
の
危
機
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
常
に
人
身
売
買
の
発

生
す
る
条
件
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
領
主
は
年
貢
の
確
保
と
、
農
業
経
営
維
持
と
い
う
二
つ
の
要
求
を
、
前
者
に
主
点
を
お
い
た
領
内

労
働
力
の
確
保
と
い
う
形
で
解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。
権
力
の
本
質
は
こ
こ
に
あ
っ
て
幕
府
令
に
準
拠
し
て
、
寛
永
末
年
以
降
、
人
売
買

禁
令
を
発
し
た
藩
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
効
果
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
幕
府
も
ま
た
延
宝
年
間
に
は
人
身
売
買
に
よ
る
譜
代
を
認
め

(
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て
い
る
か
ら
、
人
身
売
買
禁
令
も
、
誘
拐
に
よ
る
そ
れ
に
重
点
を
お
い
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」

の
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
譜
代
契
約
に
よ
る
出
奉
公
と
、
人
身
売
買
の
禁
制
は
、
両
者
が
領
国
経
営
安
定
に
か
か
わ
る
点
で
権
力
の
関

心
を
よ
ぶ
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
効
果
は
う
す
く
、
誘
拐
等
が
問
題
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
権
力
に
と

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
脇
田
氏
は
、

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
脇
田
氏

「
人
身
売
買
禁
令
は
、
そ
れ
が
人
間
性
に
反
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
一
般
に
お

る。 あ
り
、
自
領
内
で
の
人
身
売
買
は
公
認
さ
れ
て
い
た
。
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一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

っ
て
重
大
な
関
心
を
よ
せ
る
べ
き
領
国
経
営
安
定
の
た
め
の
要
請
な
ら
ば
、
何
故
に
そ
れ
が
効
果
の
な
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
。

脇
田
氏
は
、
そ
れ
ら
の
譜
代
が
、
当
時
の
農
業
構
造
に
規
定
さ
れ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
近
世
封
建
社
会
に
お
い
て
適
合
的

な
も
の
で
あ
っ
て
、
領
内
労
働
力
の
確
保
の
た
め
の
他
国
売
等
の
禁
止
以
外
に
は
、
最
初
か
ら
厳
格
に
禁
止
す
る
意
志
を
も
た
ず
、
幕
府

法
も
ま
た
、
人
間
性
に
反
す
る
点
や
人
誘
拐
が
問
題
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、

と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
に
不
徹
底
な
人
身
売
買
の
禁
制
が
何
故
に
く
り
か
え
し
出
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
な
お
必

ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
近
世
前
期
の
出
奉
公
や
他
国
売
の
禁
止
が
領
内
労
働
力
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ

た
と
す
る
脇
田
氏
の
見
解
は
、
既
に
中
村
吉
治
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
中
村
氏
は
、
例
え
ば
、
参
河
岡
崎

百
姓
一
切
奉
公
二
出
ま
し
く
候
、
当
年
わ
れ
候
所
へ
出
侯
も
の
も
可
返
候
、
他
所
へ
奉
公
又
者
逐
電
之
百
姓
も
口

□口
可
帰
返

と
あ
る
よ
う
に
、
逐
電
・
逃
散
禁
止
の
法
令
と
共
に
、
そ
れ
と
並
ん
で
出
奉
公
が
禁
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
百
姓
の
土
地
へ
の
固
定
、

(
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百
姓
支
配
の
維
持
が
主
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

百
姓
の
逐
電
・
逃
散
・
走
入
に
対
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
法
は
、
式
目
四
二
条
に
み
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
去
留
を
自
由
と
し

て
、
負
物
等
に
つ
い
て
の
み
問
題
と
し
、
百
姓
跡
に
関
し
て
は
浪
人
招
居
や
、
他
の
百
姓
を
跡
に
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か
っ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
人
返
は
下
人
・
所
従
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
た
が
（
こ
の
点
で
は
フ
ラ
ン
ス
古
法
に
み
ら
れ
る
農
奴
と
奴
隷
と

の
相
違
、
す
な
わ
ち
奴
隷
に
あ
っ
て
は
、
奴
隷
追
求
権
が
あ
く
ま
で
発
動
さ
れ
る
の
に
対
し
、
農
奴
に
は
そ
う
し
た
追
求
権
が
存
在
し
な

ぃ
ー
ガ
ク
ソ
ッ
ト
『
フ
ラ
ン
ス
人
の
歴
史
』

1
、

百
姓
の
所
従
化
、
す
な
わ
ち
百
姓
身
分
に
対
し
て
も
下
人
と
同
様
人
返
（
追
求
権
）
を
全
面
的
に
適
用
す
る
方
向
へ
と
む
か
っ
た
の
で
あ

領
で
の
慶
長
二
年
の
掟
に
、

と
い
う
点
と
帰
を
一
に
し
て
い
る
）
、

そ
の
後
国
人
領
主
法
よ
り
戦
国
法
に
至
っ
て
、

（
七
三
一
）



近
世
初
期
法
制
に
お
け
る
出
奉
公
並
び
に
逃
散
禁
圧
の
政
策
は
、
こ
う
し
た
戦
国
法
の
方
針
を
引
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
百
姓
逃
散
、
走

入
の
禁
圧
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
の
関
連
で
出
奉
公
を
も
あ
わ
せ
て
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
重
要
性
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
あ
り
、
権
力
自
体
が
重
大
な
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
一
線
上
に
出
奉
公
が
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
領
国
経
営
の
安
定
化
の
観
点
か
ら
の
み
問
題
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な

鎌
倉
幕
府
方
式
が
何
故
に
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

期
に
み
ら
れ
る
民
衆
と
権
力
と
の
敵
対
的
状
況
が
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

百
姓
の
出
奉
公
が
、
百
姓
逃
散
と
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
で
幕
藩
権
力
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
方
向
は
、

国
法
に
お
い
て
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
永
正
一
八
年
の
大
内
氏
掟
書
第
一
七
二
条
に
お
い
て
は
、

な
き
に
あ
ら
す
者
、
其
百
姓
と
い
ひ
、
許
宿
の
輩
共
以
可
被
処
重
科
之
、
同
逃
散
の
百
姓
等
其
外
子
細
あ
る
族
、
僧
俗
男
女
を
い
は
す
、

諸
人
所
領
内
に
不
可
拘
置
也
、
任
聞
及
則
龍
返
す
へ
し
…
…
」
と
定
め
、

以
下
嗽
々
儀
」
と
深
く
関
連
を
有
し
、
大
内
氏
が
両
者
を
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
一
様
に
阻
止
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
の

(
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で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

地
頭
を
閣
て
、
他
人
の
被
官
と
し
て
、

る。

「
逃
散
以
下
嗽
々
儀
」
と
深
い
関
連
を
有
し
て
い
た
の
で

（七一二二）

し
か
も
中
世
に
お
け
る
百
姓
逃
散
は
、
土
一
揆
と
と
も
に
、
対
領
主
闘
争
の
一
環
と
し
て
重
要
な
方
式
で
あ
っ
た
も

関
法
第
三
0
巻
第
六
号

と
い
う
問
題
が
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
中
世
後

し
か
し
な
が
ら
既
に
戦

「
諸
人
領
内
百
姓
等
、
本

一
字
を
所
望
の
条
、
無
道
第
一
也
、
剰
逃
散
以
下
嗽
々
儀
出
来
之
時
、
果
而
御
成
敗
の
た
め
其
煩

百
姓
層
の
自
由
な
被
官
化
（
譜
代
奉
公
）

百
姓
層
の
自
由
な
出
奉
公
や
自
由
な
被
官
化
の
動
向
は
、

四

の
動
向
が
、

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
近
年
、
石
尾
芳
久
教
授
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が

「
逃
散



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
官
契
約
1

譜
代
契
約
に
も
と
づ
く
百
姓
層
の
自
由
な
「
主
取
り
」
行

為
、
百
姓
層
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
主
人
と
た
の
む
仁
を
選
び
取
る
行
為
の
広
範
な
存
在
が
、
武
装
せ
る
農
民
層
の
組
織
化
、
自
治
化

の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
に
よ
る
自
治
組
織
結
成
の
方
向
と
ふ
か
く
む
す
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

(
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点
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
百
姓
層
の
自
由
な
被
官
契
約
の
締
結
、
出
奉
公
な
ど
が
「
逃
散
以
下
嗽
々
儀
」
と
は
別
個
の
も
の
で
は
な

く
、
ま
さ
に
両
者
が
一
体
と
し
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
大
内
氏
が
同
一
次
元
の
も
の
と
し
て
把
握
し
て
、
こ
れ
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
も
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
な
お
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
は
、
最
初
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
譜
代
契
約
に
も
と
づ
く

譜
代
1

し
た
が
っ
て
、
百
姓
層
の
自
治
組
織
形
成
を
う
な
が
す
契
機
と
な
り
う
る

I
'と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
系
統
に
属
す
る
、
人
身

売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
と
が
、
同
様
に
譜
代
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
の
加
賀
藩
の
高
札
に
も

み
ら
れ
た
よ
う
に
、
譜
代
重
代
の
契
約
に
も
と
づ
く
出
奉
公
と
、
他
国
へ
の
人
身
売
買
と
が
、
共
に
禁
圧
の
対
象
と
し
て
同
一
レ
ヴ
ェ
ル

に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
い
え
よ
う
が
、
従
来
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
譜
代
契
約
に
も
と
づ
く
譜
代
が
、
何

故
に
別
系
統
の
人
身
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
を
も
包
含
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
さ
ほ
ど
深
刻
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
の
譜
咋
代
下
人
に
つ
い
て
も
、
単
に
奴
隷
、
も
し
く
は
農
奴
と
い
っ
た
階
級
的
規
定
で
も
っ
て
常
識

(

7

)

 

的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
、
人
身
売
買
を
原
因
と
す
る
場
合
も
当
然
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
み
た
よ
う
に
、
自
由
な
譜
代
契
約
に
も
と
づ
く
譜
代
関
係
の
設
定
が
、
農
民
層
を
は
じ
め
賤
民
身
分
に
お
い
て

も
広
範
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
戦
国
大
名
権
力
等
の
重
大
な
関
心
を
呼
ぶ
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
人
身
売
買
系
統
の
譜
代
で
あ
る
も
の
が
混
入
し
て
ゆ
く
と
い
っ
た
事
態
は
、
容
易
に
は
理
解
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

（
七
三
―
―
―
)



料
を
素
材
に
し
て
、
問
題
の
所
在
を
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

わ
れ
る
。

（
七
三
四
）

と
す
れ
ば
、
人
身
売
買
と
把
握
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
が
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
す
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
同
一

で
は
な
い
も
の
を
も
含
む
と
仮
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
人
身
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
の
在
り
方
が
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
幕
藩
法
に
お
い
て
、
人
身
売
買
の
禁
令
を
出
し
な
が
ら
も
、
脇
田
氏
の
指
摘
に
も
あ
っ
た

よ
う
に
、
そ
れ
以
外
の
譜
代
、
す
な
わ
ち
年
貢
未
進
や
犯
罪
を
原
因
と
す
る
譜
代
が
、
そ
う
し
た
禁
令
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
を
あ
わ
せ
考
察
す
る
な
ら
ば
、
人
身
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
の
内
実
を
、
さ
ら
に
吟
味
す
る
意
義
が
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
当
該
期
の
人
身
売
買
の
問
題
を
全
面
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
に
示
す
い
く
つ
か
の
史

(
1
)

例
え
ば
脇
田
修
氏
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
ニ
ニ
九
頁
参
照
。

(
2
)

脇
田
氏
前
掲
書
、
二
三
五
頁
。

(
3
)

脇
田
氏
前
掲
書
、
二
三
五
頁
。

(
4
)

中
村
吉
治
『
近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
二
三
一
頁
以
下
参
照
。

(
5
)

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
、
一

0
九
頁
。
な
お
同
第
一
条
に
は
百
姓
逃
散
に
関
し
て
、
「
或
拘
持
土
貢
、
或
欲
企
嗽
訴
、
逃
散
他
所
之
條
、

不
可
不
誠
、
所
詮
、
有
所
望
之
蛾
者
、
溺
捕
狼
藉
人
、
可
渡
之
」
と
い
う
厳
格
な
方
針
を
う
ち
出
し
て
お
り
、
百
姓
逃
散
が
「
欲
企
嗽
訴
」
方
式

で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
6
)

石
尾
芳
久
「
検
地
帳
と
名
寄
帳
に
記
載
さ
れ
た
賤
民
」
（
『
日
本
近
世
法
の
研
究
』
所
収
）
。

(
7
)

中
世
の
下
人
身
分
に
関
し
て
の
理
論
的
考
察
と
し
て
は
、
峰
岸
純
夫
氏
の
「
中
世
社
会
の
階
級
構
成
1

と
く
に
『
下
人
』
を
中
心
に
ー
ー
＇
」

（
『
歴
史
学
研
究
』
三
―
二
）
が
な
お
す
ぐ
れ
た
問
題
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
高
橋
昌
明
「
日
本
中
世
封
建
社
会
論
の
前
進
の
た
め

に
1

下
人
の
基
本
性
格
と
そ
の
本
質
ー
」
（
『
歴
史
評
論
』
一
二
三
―
―
)
等
参
照
。
ま
た
石
井
良
助
博
士
の
「
中
世
人
身
法
制
雑
考
」
（
『
法
学

協
会
雑
誌
』
五
六
ー
八
・
九
・
一

0
)
が
、
そ
の
基
本
的
文
献
と
し
て
重
視
さ
れ
よ
う
。

関
法
第
一
―

-0巻
第
六
号

..... .,.、



(

B

)

 

一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

合
を
や
同
子
共

（
被
欠
力
）

永
代
売
渡
申
官
之
事

天
正
拾
六
年
一
―
一
月
十
六
日

八
条
兵
介
殿
参

(
A
)
 

滋
賀
大
学
経
済
学
部
付
属
史
料
館
の
所
蔵
に
か
か
る
「
福
永
家
文
書
」
に
は
、
中
世
最
末
紀
よ
り
近
世
初
頭
に
至
る
近
江
国
坂
田
北
郡

八
条
村
（
現
滋
賀
県
長
浜
市
八
条
町
）
に
お
け
る
、
被
官
売
買
を
示
す
史
料
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
村
内
の
有
力
農
民
で
あ
る

兵
介
並
び
に
兵
作
に
対
し
て
、
村
内
の
者
を
中
心
に
二
三
名
の
者
が
、
自
ら
を
、
ま
た
時
に
は
子
息
を
も
含
め
て
被
官
人
と
し
て
売
却
し
、

(
1
)
 

代
米
を
う
け
と
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
既
に
『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
』
並
び
に
、
宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
』

(
2
)
 

第
三
部
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
多
数
の
被
官
売
券
ー
ー
—
そ
の
出
現
の
原
因
と
し

て
は
当
然
、
太
閤
検
地
に
よ
る
農
村
状
況
の
変
動
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｀
~
に
み
ら
れ
る
被
官
関
係
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う

(
3
)
 

点
に
し
ぼ
っ
て
、
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
被
官
売
券
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
な
ら
ば
、

永
代
売
渡
申
ひ
く
わ
ん
人
之
事

売

主

八

条
左
衛
門
四
郎

七

先
祖
ハ
八
条
左
衛
門
四
郎
、
於
依
有
直
要
用
能
米
参
石
仁
同
八
条
兵
介
殿
へ
限
永
代
売
渡
申
処
実
正
明
白
也
、
然
者
御
ほ
う
こ
無
沙

汰
仕
二
お
い
て
か
た
＜
御
き
う
め
い
可
被
成
候
、
其
時
い
義
申
間
敷
候
、
初
後
日
ひ
く
わ
ん
人
売
券
之
状
如
件
、

（
七
三
五
）



八
条
兵
作
殿
参

慶
長
八
年
八
月
廿
三
日

永
代
売
渡
申
被
官
状
之
事

八
条
介
三
郎
依
有
直
要
用
、
能
米
拾
石
仁
八
条
兵
作
殿
江
限
永
代
売
渡
申
処
実
正
明
白
也
、
然
上
者
子
ミ
孫
A
於
末
代
二
違
乱
煩
有

間
敷
者
也
、
初
後
而
日
証
文
状
如
件
、

(
D
)
 

兵
作
殿
参

(
C
)
 

天
正
拾
六
年
十
十
月
廿
五
日

右
、
件
官
仁
売
渡
申
所
ハ
、
天
正
十
六
年
之
御
年
貢
弁
も
う
さ
ん
二
初
御
年
貢
米
六
石
仁
兵
介
殿
へ
永
代
売
渡
申
処
実
正
明
白
也
、

然
上
者
後
継
子
と
孫
ミ
於
末
代
違
乱
煩
不
可
有
者
也
、
万
一
何
か
と
申
仁
於
こ
れ
有
、
わ
れ
ら
作
壱
職
ヲ
い
つ
れ
も
永
代
御
と
り
可

有
候
、
其
時
一
言
之
子
細
有
間
敷
候
、
初
為
後
日
売
券
文
状
如
件
、

永
代
売
渡
申
孫
太
郎
事

右
之
代
米
八
石
仁
限
永
代
ヲ
、
八
条
兵
作
殿
江
売
渡
申
処
実
正
也
、
然
上
者
子
ミ
孫
ミ
於
後
ミ
末
代
二
違
乱
煩
有
間
敷
者
也
、
自
然

此
上
く
わ
ん
た
い
仕
候
ハ
ミ
、
作
壱
職
共
可
被
召
上
者
也
、
其
時
ニ
―
―
口
之
子
細
申
間
敷
候
、
初
為
後
日
証
文
状
如
件
、

慶
長
七
年
弐
月
廿
三
日

関

法

第

三

0
巻
第
六
号

売
主
八
条
介
三
郎
（
略
押
）

孫
太
郎

売
主
八
条
ノ形

部
左
衛
門

八
（
七
―
-
H
ハ）



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

禁
令
を
お
か
し
て
身
売
が
な
さ
れ
て
い
る
事
例
の
多
い
こ
と
、
R

九

(

4

)

 

と
い
っ
た
形
式
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
表
に
す
る
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。

近
世
初
期
の
被
官
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
近
江
国
八
条
村
の
多
量
の
被
官
売
券
の
出
現
は
、
同
時
期
の
他
の
地
域
の
そ
れ
に
く
ら

べ
て
も
、
は
る
か
に
多
く
、
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
先
に
言
及
し
た
脇
田
修
氏
が
、
畿
内
、
摂
河
泉
地
方
に
お
い
て

残
存
す
る
近
世
前
期
の
農
村
奉
公
人
史
料
を
紹
介
、
検
討
さ
れ
た
も
の
を
見
て
も
、
そ
の
量
的
な
相
違
が
ま
ず
注
目
さ
れ
よ
う
。
脇
田
氏

自
己
の
「
被
官
」
を
他
へ
売
渡
す
と
い
う
よ
う
に
、
半
奴
隷
的
な
譜
代
の
存
在
と
、
人
身
売
買
の
典
型
が
示
さ

（
七
三
七
）

在
し
て
い
る
こ
と
、
③

は
そ
れ
ら
の
史
料
に
関
し
て
、
①

譜
代
（
被
官
）
が
明
ら
か
に
存

兵
作
殿
参

慶
長
拾
六
年
拾
一
月
廿
日

八
条
ノ
介
三
郎
依
有
直
用
要
能
米
弐
石
弐
斗
永
代
売
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
然
上
子
と
孫
と
後
と
末
代
お
い
て
違
乱
煩
不
有
可
者
也
、

初
為
其
売
券
状
如
件

(

F

)

 
兵
作
殿
参

依
直
有
用
要
能
米
弐
石
五
斗
仁
永
代
売
渡
申
処
実
正
明
白
也
、
然
上
者
違
乱
煩
不
可
有
者
也
、
初
後
日
売
状
如
件
、

売
主
八
条

介
六

慶
長
拾
参
年
十
二
月
廿
七
日

永
代
売
渡
申
被
官
人
之
事

(

E

)

 

売
渡
申
被
官
状
之
事

う

り

主
介
三
郎
（
略
押
）



第 表

1年月日 i被 官 1被 官 主 I 備 考

11天正 5.12.41長谷寺 依有直要用、能米五斗仁、限永代、 贋
兵衛三郎 売渡申処実正明白也。
子犬若 笹

21//16. 3. 41八条 八条兵介 能米四石にて永代売渡。 「御ほうこ

｀ 
藤市並子 無沙汰二おいて、かた＜御きうめい

可被成候」

第ノ•‘ -
31//16. 3.161左衛門四郎 /I 能米三石にて永代売渡。

号

4 ,, 16. 10. 25形部左衛門

” 
右件被官仁売渡申所＾天正十六年之

並子 御年貢弁もうさん二俯、御年貢米六
石仁兵介殿へ永代売渡申処実正明白
也、……万一何かと申仁於これ有、
われら作壱職ヲいつれも永代御とり
可有候、

51//16.10. 251小太郎並子 ,， 同上。
年貢米九石五斗にて永代売渡。

61//17.10. 251弥三郎 /I 同上。天正十七年の年貢米十五石八
並子九郎 斗三升五合にて永代売渡。

7慶長 7.2.21 彦四郎 八条兵作 代米十五石余にて永代売渡。

8 '/7. 2.23 又三郎 /l 代米弐拾石にて永代売渡。

， // 7. 2. 23孫太郎 II 代米八石にて永代売渡。 「自然此上
くわんたい仕候はハ、作壱職共可被
召上者也」

10 11 8. 8. 23 孫左衛門 II 能米拾石に永代売渡。

11 // 8. 8. 23 介三郎

“ 
能米十石に永代売渡。

12 '/8. 8.23 さん衛門 ，I 能米十五石に永代売渡。

13 //13. 3.15 ー=-±:ロ

” 
能米三石一斗一升八合に永代売渡。

゜14 //13.12.27 介六

” 
能米二石五斗に永代売渡。

全
15 // 15.11. 28 与三郎

” 
能米二石にて永代売渡。使弥一郎。

16 // 15.11. 28藤十郎

＂ 
能米二石五斗にて永代売渡。

ら
使弥一郎。

17 I,I16.11. 201介三郎 '' 八条ノ介三郎、依有直用要、能米弐
石弐斗永代売渡申所実正明白也。

18 I 11 11. 12. 291又蔵 '' 能米二石五斗に永代売渡。



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

た
特
色
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
5
)
 

れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
人
身
の
永
代
売
買
に
よ
る
譜
代
化
や
質
券
奉
公
人
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
被
官
売
券
を
み
て
ゆ
く
と
、

一
律
に

八
条
村
に
お
け
る
被
官
売
買
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
内
容
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
し
う
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ら

の
被
官
売
券
は
重
複
す
る
も
の
を
除
い
て
、
合
計
一
八
件
に
も
及
ぶ
人
身
売
買
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
多
く

が
、
自
身
売
却
で
あ
り
、
①
の
事
例
以
外
は
全
て
、
自
己
自
身
を
売
却
す
る
も
の
と
し
て
一
方
の
契
約
当
事
者
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

一
般
に
み
ら
れ
る
子
女
の
売
買
と
い
う
形
態
を
と
る
の
で
は
な
く
、
子
の
売
却
は
、

「
合
を
や
同
子
共
」
と
い
う
形
態
に
は
、
親
も
子
も
同
様
に
継
続
的
な
関
係
に

入
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
情
は
容
易
に
譜
代
奉
公
関
係
の
形
成
を
う
な
が
す
と
考
え
ら
れ
、
最
初
に
問
題
に

し
た
事
柄
、
す
な
わ
ち
譜
代
奉
公
の
な
か
に
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
が
混
入
し
、
同
様
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
の

さ
ら
に
第
二
に
注
目
し
う
る
の
は
、
③
④
⑤
の
よ
う
に
子
供
の
場
合
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
体
が
男
子
の
売
買
で
あ
り
、
遊
女

奉
公
や
、
脇
田
氏
の
紹
介
さ
れ
た
史
料
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
娘
を
永
代
に
ひ
き
わ
た
す
と
い
っ
た
事
例
が
見
出
だ
せ
な
い
と
い
っ

第
三
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
代
米
と
し
て
請
取
っ
た
額
に
か
な
り
の
幅
が
あ
り
、
①
の
五
斗
か
ら
⑧
⑩
の
二

0
石
に
ま
で
及
び
、

そ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
人
身
売
買
が
、

そ
の
時
々
の
物
価
と
い
っ
た
次
元
以
上
に
、
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

規
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
十
分
に
示
唆
す
る
も
の
と
思
え
る
。
こ
れ
ら
の
被
官
売
券
は
、
す
べ
て
永
代
売
の
形
式
を
と
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
実
質
的
内
容
は
同
一
と
は
考
え
が
た
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
④
⑤
⑥
に
明
ら
か
に
み
え

一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

と
共
に
売
却
さ
れ
て
い
る
事
例
が
目
立
つ
。

りヽ

と
り
わ
け
、

（
七
三
九
）

「
合
を
や
同
子
供
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
親



た
い
仕
候
は
ハ
、
作
壱
職
共
可
被
召
上
者
也
」
と
い
っ
た
弁
償
文
言
か
ら
も
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
売
買
を
原
因
と
す
る
被
官
関
係
に

入
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
土
地
を
所
持
し
た
ま
ま
被
官
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
④
⑥
⑥
⑥
の
事
例
に
つ
い
て
は
確
認
で

き
る
の
で
あ
り
、

ま
す
ま
す
土
地
を
喪
失
し
て
ゆ
き
、
最
終
的
な
手
段
と
し
て
自
己
売
却
を
お
こ
な
っ
て
債
務
奴
隷
と
化
す
る
関
係

l

年
貢
未
進
等
に
よ
る
譜
代
関
係
の
設
定
ー
—
，
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
う
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
年
貢
弁
済
の
手
段

の
被
官
売
買
が
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
を
益
々
示
唆
す
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
脇
田
氏
は
先
の
分
析
に
お
い
て
半
奴
隷
的
な
存
在
と
し

て
譜
代
（
被
官
）
を
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

ー
ト
に
は
予
想
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
中
世
の
一
般
的
な
土
地
売
買
な
ど
に
つ
い
て
考
慮
す
れ
ば
、

基
本
的
に
、
売
値
で
あ
る
本
直
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、

候
」
、
「
作
壱
職
共
可
被
召
上
者
也
」
と
い
っ
た
文
言
か
ら
予
測
し
う
る
事
態
、
単
に
売
値
の
返
却
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
事
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
被
官
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
壱
職
召
上
と
い
う
、
よ
り
威
嚇
的
な
関
係
に
立
ち
至
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
に
し
て
所
持
権
が
弱
体
化
し
、

八
条
村
の
被
官
は
、

と
し
て
自
己
売
却
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
半
奴
隷
的
な
譜
代
を
ス
ト
レ

八
条
村
の
事
例
の
よ
う
に
、

J

う
し
た
事
態
か
ら
は
、

「
わ
れ
ら
作
壱
職
ヲ
い
つ
れ
も
永
代
御
と
り
可
有

そ
の
弁
償
額
は

そ
れ
以
上
に
保
障
せ

土
地
所
持
の
在
り
方
が
拘
束
を
受
け

そ
の
上
、
所
持
す
る
一
職
が
次
第
に
放
出
さ
れ
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
奴
隷
奉
公
化
し

一
般
に
予
想
さ
れ
る
人
身
売
買
と
、
八
条
村
の
こ
れ
ら

第
四
に
明
ら
か
な
の
は
、

る
よ
う
に
、
売
買
の
値
が
、

そ
の
年
の
年
貢
米
額
で
あ
り
、

（
七
四

0
)

そ
れ
以
外
に
も
⑬
の
よ
う
に
、
三
石
一
斗
一
升
八
合
と
い
っ
た
額
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
も
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
人
身
売
買
の
代
価
が
年
貢
米
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

近
世
の
身
売
奉
公
人
に
み
ら
れ
る
身
代
金
に
比
べ
て
も
、
全
体
と
し
て
安
価
な
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
万
一
何
か
と
申
仁
於
こ
れ
有
、
わ
れ
ら
作
壱
職
ヲ
い
つ
れ
も
永
代
御
と
り
可
有
候
」
、
「
自
然
此
上
く
わ
ん

関
法
第
三
0
巻
第
六
号



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

で
あ
り
、
自
己
の
再
生
産
に
困
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

て
ゆ
く
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
時
期
の
八
条
村
の
被
官
関
係
に
あ
っ
て
は
、
な
お
土
地
所
持

と
つ
な
が
り
を
有
し
た
ま
ま
被
官
主
と
の
関
係
を
設
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
③
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
「
御
ほ
う
こ
」
関
係

を
維
持
し
、
被
官
主
の
家
権
力
に
全
面
的
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
八
条
村
の
被
官
売
券
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
宮
川
満
氏
が
そ
の
史
料
三
通
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
川
氏
は
そ

れ
ら
に
関
し
て
若
干
の
分
析
を
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
き
わ
め
て
零
細
な
小
農
で
あ
っ
て
、
有
力
農
民
の
経
営
に
依
存
的
な
存
在

つ
ね
に
没
落
す
る
傾
向
に
あ
り
、
有
力
農
民
と
の
間
に
よ
り
劣
悪
な
隷
属
関
係
を

(
6
)
 

と
り
結
ん
で
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
八
条
村
の
事
例
は
、
検
地
帳
の
零
細
登
録
人
の
没

落
の
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
頭
の
地
主
経
営
が
、
譜
代
下
人
や
名
子
・
被
官
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
奴
隷
的
、
半
奴
隷

的
な
階
層
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
八
条
村
の
被
官
売
券
に
み
え
る
被
官
関
係
が
、
よ

り
隷
属
的
な
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
こ
の
時
期
の
譜
代
奉
公
に
よ
り
隷
属
的
な
関
係
を
み
と
め
ら
れ
た

脇
田
修
氏
の
見
解
に
も
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
概
に
隷
属
関
係
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
味
は
様
々
な
事
態
が
存
在

す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ど
の
よ
う
な
隷
属
関
係
な
の
で
あ
る
か
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
売
券
は
、
先
に
も

み
た
よ
う
に
、
人
身
の
永
代
売
と
い
う
形
式
を
と
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
半
奴
隷
・
債
務
奴
隷
と
し
て
全
面
的
に
被
官
主
の
家
権
力

一
般
の
人
身
売
買
と
し
て
理
解
す
る
に
は
な
お
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

史
料
だ
け
で
は
、
か
れ
ら
の
没
落
を
直
ち
に
結
論
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
者
は
、
被
官
と
し
て
ど
の
よ

う
な
地
位
に
置
か
れ
、

ど
の
よ
う
な
被
官
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
期
の
八
条
村
関
係
文
書
中
に
は
、
そ
れ
ら
の

(
7
)
 

実
態
を
完
全
に
明
瞭
に
さ
せ
る
も
の
は
な
い
が
、
同
時
期
の
八
条
村
に
は
、
多
量
の
売
券
類
が
残
存
し
て
い
る
ほ
か
、
土
地
保
有
や
地
主

（
七
四
一
）



寄
帳
の
例
で
い
え
ば
、

経
営
を
観
察
し
う
る
史
料
と
し
て
は
、
文
禄
四
年
十
月
一
日
付
の
名
寄
帳
、
慶
長
七
年
九
月
及
び
慶
長
十
九
年
三
月
の
名
寄
帳
が
そ
れ
ぞ

(
8
)
 

れ
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
以
下
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
名
寄
帳
は
い
ず
れ
も
、
近
隣
の
石
田
村
、

う
ち
最
も
規
模
の
大
き
い
八
条
村
分
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
先
の
被
官
売
買
の
買
主
で
あ
る
兵
介
・
兵
作
（
兵
介
は
文
禄
並
び
に
慶
長

七
年
名
寄
帳
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
兵
作
が
そ
の
後
を
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
）

七
年
段
階
に
お
け
る
八
条
村
分
三
四

0
余
石
余
の
う
ち
、
兵
介
の
持
高
は
八
五
石
余
、
二
五
％
を
有
し
、

の
大
き
さ
が
わ
か
る
。

そ
し
て
ま
た
、

く
が
、
同
様
に
登
録
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
名
寄
帳
の
う
ち
、
例
え
ば
介
三
郎
の
場
合
の
よ
う
に
、
文
禄
及
び
慶
長
一
九
年
の
そ
れ
に
お
い
て
そ
の
名
が
登
録
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慶
長
七
年
の
名
寄
帳
に
は
記
載
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
無
記
載
の
者
が
完
全
に
無
高
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
り
、
小
太
郎
の
よ
う
に
、
文
禄
四
年
に
し
か
そ
の
名
を
現
わ
さ
な
い
者
を
、
そ
の
後
の
段
階
に
お
い
て
高
請
地
を

喪
失
し
た
と
判
断
す
る
に
は
、
な
お
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
登
録
人
の
持
高
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
が
五
石
を
こ
え
る
者
が
多
く
見
出
だ
さ
れ
、
十
石
以
上
の
高
持
百
姓

の
存
在
を
幾
人
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

し
て
何
ら
屋
敷
記
載
が
な
く
、

ま
た
そ
の
他
の
名
寄
帳
に
し
て
も
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
ー
ー
と
い
う
の
も
、
慶
長
一
九
年
の
名

一
石
八
斗
余
の
持
高
の
記
載
が
あ
る
左
衛
門
四
郎
が
屋
敷
登
録
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
、
九
石
以
上
の
持
高
の

あ
る
介
三
郎
に
は
、
屋
敷
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
点
や
、
介
六
の
よ
う
に
慶
長
七
年
に
屋
敷
を
有
す
る
者
が
、

関
法
第
三
0
巻
第
六
号

一
九
年
に
は
記
載
が
な
さ

（
七
四
二
）

七
条
村
、
今
川
村
、
こ
ん
屋
村
に
関
す
る
記
載
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の

の
高
請
地
が
村
内
で
も
ぬ
き
ん
で
て
お
り
、
例
え
ば
慶
長

か
れ
ら
の
地
主
的
経
営
の
規
模

そ
の
余
の
名
請
人
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
先
の
被
官
売
買
の
売
主
と
し
て
登
場
し
て
い
る
者
の
多

そ
れ
ら
を
表
に
す
れ
ば
第
二
表
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
屋
敷
記
載
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
文
禄
四
年
名
寄
帳
に
は
兵
介
を
は
じ
め
と

J

れ
ら
を
も
と
に
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一四



第 表

一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

一五

（七四三）

被 官 文録 4 年 慶応 7 年 慶応 19年

藤市
七条分

2石9斗4升7合

左衛門四郎 6石 1升3合 5勺 6斗1升 7合 1石8斗3升2合

形部左衛門

小太郎 13石7斗5升 1合

弥三郎 7石2斗9升

（子九郎） (4石7斗7升2合）

彦四郎 13石9斗7升 7合 4勺 14石1升

又三郎 12石1斗1升 1合 9石5斗2升8合

孫太郎 15石6斗9升2合 14石5斗6升2合 9石7斗6升 7合 5勺

孫左衛門 9石3斗6升 9合 4勺 12石2斗2升 3石9斗1升8合

介三郎 15石2斗9升2合 9石4斗4升9合4勺

さん衛門 13石9斗4合 5石5斗 1升4合

ー＝士ロ

)̂l ....... /‘ 6石7斗 8石3斗9升2合

与三郎 7石3斗7升 1合 6石4斗5升 3合

藤十郎 5石7斗4升 3合 7石2斗6升8合

又蔵 3石7斗6升 1合



れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
ー
ー
＇
被
官
と
な
っ
た
者
の
多
く
が
屋
敷
地
登
録
人
で
あ
り
、
無
屋

敷
登
録
人
は
介
三
郎
・
三
吉
・
又
蔵
等
数
名
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、

持
百
姓
で
あ
り
、
零
細
な
小
農
民
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
般
的
な
農
民
像
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
村
内
の
一

般
百
姓
と
何
ら
大
差
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
名
寄
帳
の
一
人
の
名
請
人
に
つ
い

て
の
記
載
を
み
れ
ば
、
大
地
主
で
あ
る
兵
介
・
兵
作
等
を
も
含
め
て
、
ほ
ぼ
三
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
①
単
に
名
義

人
の
名
前
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
、
®
ー
—
'
作
、
ー
~
分
と
し
て
、
他
の
名
義
人
の
名
請
地
に
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
③
分

附
百
姓
の
控
地
と
し
て
存
す
る
も
の
、

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
分
附
関
係
を
み
る
な
ら
ば
、
分
附
主
が
他
の
分
附
主
の
分
附
百
姓
と
し
て
存

在
し
た
り
、
分
附
百
姓
が
他
の
百
姓
の
分
附
主
と
な
る
場
合
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
地
主
を
は
じ
め
、
被
官
と
な
っ
た
者
、
他

の
一
般
百
姓
に
お
い
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。

姓
の
高
請
地
に
つ
い
て
分
附
百
姓
と
し
て
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
し
、
自
身
の
高
請
地
を
他
の
分
附
百
姓
に
請
負
わ
せ
る
等
の
事
実
を
み

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
期
の
八
条
村
の
階
層
と
し
て
は
、
大
規
模
経
営
を
お
こ
な
う
少
数
の
地
主
と
、
大
多
数
の
ひ

ら
の
百
姓
と
い
う
、

（
七
四
四
）

か
れ
ら
は
自
己
経
営
を
可
能
に
す
る
高

し
た
が
っ
て
被
官
層
も
ま
た
、
自
己
の
経
営
す
る
高
請
地
以
外
に
も
、
地
主
や
他
の
百

ほ
ぼ
二
つ
の
階
層
か
ら
な
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
点
は
、
当
該
時
期
の
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、

か
な
り
複
雑
な
出
入
作
の
入
組
関
係
が
み
と
め
ら
れ
、
慶

長
一
九
年
で
は
、
例
え
ば
八
条
村
内
へ
の
今
川
村
入
作
分
と
し
て
六
五
石
八
斗
八
升
一
合
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ど
、
錯
綜
し
た
関
係
を
有

し
て
い
た
。
ま
た
、
村
内
の
地
主
で
、
慶
長
七
年
に
は
四

0
石
以
上
の
持
高
を
示
す
兵
右
衛
門
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

一
石
余
が
分
附
百
姓
の
控
地
と
な
っ
て
い
る
が
、

七
ノ
藤
太
郎
分
、
石
ノ
五
郎
二
郎
分
、
今
川
三
郎
二
郎
分
、
今
川
二
郎
左
近
分
、
今
川
左
十
郎
分
、
今
川
太
郎
右
衛
門
分
、

関
法
第
三
0
巻
第
六
号

そ
れ
を
示
せ
ば
、
三
吉
分
、
二
郎
大
夫
分
、
三
郎
右
衛
門
分
、
石
ノ
右
衛
門
太
郎
分
、

一六

そ
の
う
ち
の
十

八
ノ
藤
六
ひ



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

め
分
、
八
ノ
孫
左
衛
門
分
、
八
ノ
孫
右
衛
門
分
、

一七

売
主
八
条
ノ

孫
太
郎
（
略
押
）

八
ノ
四
郎
右
衛
門
分
の
記
載
が
み
ら
れ
、
八
条
孫
左
衛
門
の
よ
う
に
、
兵
作
の
被
官
と

な
り
な
が
ら
兵
右
衛
門
の
分
附
百
姓
と
し
て
存
在
す
る
も
の
を
は
じ
め
、
七
条
・
石
田
・
今
川
各
村
の
者
の
出
入
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
ま
た
第
二
表
の
最
初
に
記
し
た
、
八
条
藤
市
な
ど
は
、
八
条
村
内
に
、
そ
の
持
高
が
み
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

七
条
分
と
し
て
二
石
九
斗
余
を
名
請
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
村
内
で
の
持
高
な
ど
と
は
別
個
に
、
他
村
へ
の
出
作

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
な
事
態
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
八
条
村
周
辺
に
お
い
て
、
広
範

な
散
り
が
か
り
的
従
属
関
係
や
出
入
作
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
被
官
と
そ
れ
以
外
の
一
般
農
民
と
の
間
に
、
さ
ほ
ど
格

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
所
持
高
を
も
ち
な
が
ら
自
身
を
永
代
売
却
し
た
か
れ
ら
は
、
被
官
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
ど
の
よ
う

先
に
み
た
よ
う
に
彼
ら
は
、
被
官
化
し
た
と
は
い
え
、
自
ら
作
る
一
職
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
例
え
ば
、

慶
長
七
年
に
自
己
の
永
代
売
を
お
こ
な
っ
た
孫
太
郎
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
後
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
持
す
る
壱
職
を
被
官
主
で
あ
る
兵

作
に
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
売
券
に
は
、

永
代
売
渡
申
壱
職
事

合
弐
畝
四
分
者
醇
碑
醗
翡
譴
四
訟
碑
餌
孫
砕
転
t
即
き

右
件
壱
職
元
者
、
雖
為
八
条
孫
太
郎
先
祖
相
伝
之
壱
職
、
依
有
直
要
用
能
米
五
斗
仁
永
代
売
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
然
上
者
子
と
孫

ミ
後
と
末
代
於
違
乱
煩
他
妨
不
可
有
者
也
、
初
而
後
日
売
状
如
件
、

と
り

慶
長
拾
四
年
十
一
月
廿
日

な
変
化
を
う
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

別
な
差
異
が
発
生
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
七
四
五
）



同 同

と
あ
り
、
同
種
の
売
券
は
被
官
藤
十
郎
、
与
三
郎
、
孫
左
衛
門
、
左
衛
門
四
郎
等
が
売
主
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
認

で
き
る
の
で
あ
り
、
被
官
主
に
対
し
て
土
地
売
買
を
お
こ
な
っ
て
い
る
以
上
、
か
れ
ら
が
地
主
経
営
に
包
摂
さ
れ
、
自
己
売
却
に
よ
っ
て

奴
隷
的
な
隷
属
を
強
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
独
立
し
た
自
己
経
営
を
お
こ
な
う
農
民
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。
も
っ
と
も
、
兵
介
・
兵
作
と
い
う
村
内
の
有
力
農
民
は
、
そ
の
自
身
名
請
高
の
う
ち
六
五
％
以
上
の
手
作
地
を
有
し
、
そ

れ
以
外
の
分
附
百
姓
の
控
地
と
し
て
存
在
す
る
部
分
は
、
被
官
や
他
の
一
般
農
民
に
分
与
し
な
が
ら
も
、
そ
の
手
作
地
経
営
の
維
持
の
た

め
の
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
被
官
層
の
労
働
力
が
そ
こ
に
投
下
さ
れ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で

あ
る
が
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
事
態
は
、
宮
川
満
氏
が
、
地
主
が
そ
の
隷
属
下
に
あ
る
名
子
・
被
官
に
名
目
上
の
み
検
地
登
録
人
と
さ
せ

た
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
八
条
村
の
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
登
録
人
が
名
目
上
の
み
の
登
録
人
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
さ
ず
、
こ
こ
で
い
う
被
官
が
、
名
子
・
被
官
的
な
存
在
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

被
官
の
持
高
も
、
そ
れ
が
主
家
よ
り
分
与
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
被
官
売
買
前
後
の
状
況
か
ら
み
て
も
、
ほ
ぼ
明
ら
か
で

あ
っ
て
、
慶
長
七
年
二
月
に
永
代
売
を
お
こ
な
っ
た
彦
四
郎
は
、
既
に
文
禄
四
年
の
時
点
で
、
以
下
の
如
き
名
請
地
を
有
し
て
い
る
。

石
ハ
ラ

八
畝
十
八
分

壱
反
廿
四
分

壱
畝
五
分

ッ
カ
丁

四
畝
十
分

ヲ
ク
代

五
畝
廿
四
分

壱
石
六
斗
七
升
六
合

同

人

八
斗
一
升
二
合

同

人

六
斗
七
升
四
合

同

人

壱
石
三
斗
二
升
三
合

壱
斗
八
升
壱
合

同

人

兵
作
殿
参

関
法
第
三

0
巻
第
六
号

彦
四
郎

一八

（
七
四
六
）



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

っ

て
石同かつい

上原中中と上ふる
ら。

田
弐
拾
分

正
こ
う
寺七

畝
六
分

同
畠

壱
畝
十
八
分

ッ
フ
ラ
田四

畝
十
八
分

川す`
‘‘

壱
畝
七
分

ヲ
ナ
ワ
ジ
ロ

壱
反
六
畝

い
や
し
き廿

分

ヲ
ク
代

壱
反
二
畝
三
分

ホ
ソ
田

壱
反
十
六
分

茶
屋
前

三
畝

追
筆
「
与
一
入
」

六
畝

同

合
拾
参
石
九
斗
七
升
七
合
四
夕

壱
畝
廿
五
分

壱
石
六
斗
一
升
八
合

弐
斗
五
升
七
合

九
升
四
合

六
斗
弐
升
五
合

四
斗
六
升
五
合

壱
石
六
斗
―
―
―
升
二
合
四
夕

壱
石
六
斗
九
升
四
合

八
升

弐
石
四
斗
八
升

六
斗
六
升

壱
斗
二
升

壱
斗
二
升
四
合

九
斗
三
升

壱
石
壱
斗
一
升
六
合

一九
同 同 同

（
七
四
七
）

彦
四
郎

こ
れ
に
対
し
て
、
被
官
売
買
を
お
こ
な
っ
た
直
後
の
、
同
年
九
月
段
階
で
の
名
請
地
は
、
多
少
の
移
動
が
あ
る
と
は
い
え
次
の
よ
う
に
な

同

人
同

人
同

人

同

人

同

人

同

人

同

人

同

人

同

人



が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

屋
敷
壱
畝
六
分

関
法

ほ
う
て
う

中
壱
反
壱
畝
六
分

あ
か
川

中

四

畝

拾

分

お
く
代

上
同

中
三
畝
廿
三
分

同

中
同

中
ほ
う
て
う

上
ミ
五
畝
拾
弐
分

の
た上

壱
反
四
畝
六
分

乎
柳中

八

畝

拾

分

正
こ
ん
し

上
晶
弐
畝
分

川
す
ミ上

晶
壱
畝
拾
分

合
拾
四
石
壱
升

そ
れ
ゆ
え
に
、
被
官
化
以
前
と
そ
れ
以
後
の
段
階
に
お
い
て
も
、
土
地
所
持
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
改
変
が
み
ら
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と

以
上
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、

弐
石
弐
斗
壱
升

か
れ
ら
被
官
層
の
没
落
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
予
想
し
え
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

自
己
自
身
を
売
却
し
た
と
い
う
事
実
に
は
何
ら
の
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
身
売
買
が
一
般
に
奴
隷
的
な
存
在
へ
と
没
落
し
、
永

壱
斗
六
升
六
合

弐
斗
六
升

此
内
六
升
五
合
与
三
郎

壱
斗
七
升
三
合

壱
石
壱
斗
六
升
七
合

九
斗
壱
升
八
合

八
斗
四
升

壱
石
八
升
五
合

五
斗
弐
升
八
合

壱
石
八
斗
九
升
四
合

六
斗
七
合

第
三

0
巻
第
六
号

壱
石
五
斗
六
升
八
合

同 同

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
が
、

追

筆

同
「
今
川
ノ
平
右
衛
門
兵
介
越
」

追

筆

同
「
七
ノ
甚
三
郎
」

同 彦
四
郎

同 同 同 同 同 同

二
0

（
七
四
八
）



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

買
を
原
因
と
す
る
被
官
契
約
、
下
部
契
約
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
世
の
被
官
契
約
は
、
封
建
法
の
系
譜
に
あ
る
一
般
的
な
主
従
契
約
以
外
に
お
い
て
も
、

先
に
み
た
被
官
売
券
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
ら
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

う
な
事
態
を
予
想
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
で
あ
り
、

と
く
に
後
期
よ
り
中
世
末
期
に
あ
っ
て
は
、

買
主
の
被
官
人
と
な
る
契
約
で
あ
っ
た
。

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
問
題
を
解
明
す
る
糸
口
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
人
身
売

つ
ま
り
か
れ
ら
被
官
は
一
体
何
を
売
却
し
、

遠
に
そ
の
身
を
債
奴
と
し
て
し
ず
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
し

そ
こ
で
い
う
人
身
売
買
が
い
か
な
る
意
味
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
人
身
売
買
が
一
般
的
な
人
身
売
買
な
ら
ば
、
先
に
み
た
よ

そ
こ
で
の
人
身
売
買
が
通
常
云
わ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
る

て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
』
第
六
巻
、
福
永
寺
文
書
。

(
2
)

宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
』
第
三
部
、
史
料
ニ
―
五
、
ニ
―
六
、
ニ
ニ
四
。

(
3
)

な
お
史
料
は
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
付
属
史
料
館
の
「
福
永
文
書
」
で
あ
り
、

「
福
氷
文
書
目
録
」
に
、
そ
の
史
料
目
録
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

こ
れ
ら
の
被
官
売
券
は
、
「
福
永
文
書
目
録
」
身
分
一
ー
ニ
ニ
で
あ
る
。

(
5
)

脇
田
修
「
農
村
に
お
け
る
雇
傭
労
働
の
展
開
」
．
（
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
所
収
）
二
五
四
頁
以
下
。

(
6
)

宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
』
第
一
部
、
三
三
六
頁
。

(
7
)

「
福
氷
文
書
目
録
」
売
買
一
ー
五
八
。

(
8
)

「
福
氷
文
書
目
録
」
土
地
一
、
二
、
三
。

同
史
料
館
『
研
究
紀
要
』
九
号

（
七
四
九
）



社
会
の
一
般
民
衆
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
き
、
隷
属
的
な
奉
公
関
係
を
も
包
括
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
被
官
、
被
官
人
と
い
う
も
の
も
、
侍
身
分
に
限
ら
れ
ず
、
下
は
下
人
に
至
る
ま
で
包
括
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
主
従
契
約
と

は
区
別
さ
れ
る
よ
り
隷
属
的
な
被
官
契
約
、
下
部
契
約
の
存
す
る
こ
と
は
既
に
石
井
良
助
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、

身
曳
ー
自
己
の
身
体
・
人
格
を
相
手
方
に
引
き
進
め
る
行
為
ー
ー
＇
に
あ
っ
て
も
、
下
部
契
約
た
る
被
官
契
約
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と

(
1
)
 

の
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

中
世
に
お
け
る
身
曳
は
、
我
と
我
が
身
を
相
手
方
の
支
配
の
下
に
置
き
、
そ
の
所
従
被
官
と
な
る
行
為
で
あ
っ
て
、
人
身
売
買
に
類
似

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
必
ず
し
も
人
身
売
買
の
み
を
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
を
相
手
方
に
引
渡
す
と
い
う
行
為
に
着
目

さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
法
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
石
井
博
士
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
検
討
を
加
え
た
近
世

初
頭
の
八
条
村
に
み
ら
れ
る
自
己
の
永
代
売
却
と
い
う
形
式
も
ま
た
、
中
世
の
身
曳
の
延
長
線
上
に
考
え
ら
れ
る
法
形
式
と
み
な
す
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
思
え
る
。
そ
れ
ら
の
被
官
売
買
は
圧
倒
的
に
自
己
自
身
の
売
却
、
自
己
の
引
渡
と
い
う
形
式
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、

中
世
的
な
身
曳
の
遺
制
と
し
て
把
握
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
身
曳
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
下
部
契
約
た
る
被
官

契
約
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
存
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
譜
代
契
約
に
も
と
づ
く
譜
代
に
、
売
買
を
原
因
と
す
る
譜
代
が
混
入

し
て
い
る
と
い
う
事
態
の
発
生
を
示
し
て
お
り
、
八
条
村
の
事
例
が
単
な
る
人
身
売
買
と
み
な
す
こ
と
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
も
、
そ
れ
が
中

世
的
な
身
曳
の
法
形
式
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
問
題
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

石
尾
芳
久
教
授
は
、
主
従
契
約
の
系
譜
に
あ
る
被
官
契
約
の
広
汎
な
展
開
（
百
姓
層
の
自
由
な
主
取
り
）
と
い
う
事
実
が
、
こ
う
し
た

人
身
売
買
類
似
の
身
曳
ま
で
も
が
下
部
契
約
と
し
て
の
被
官
契
約
の
系
譜
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

(
2
)
 

る
ヵ
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
戦
国
法
や
織
豊
政
権
等
に
あ
っ
て
、
百
姓
層
の
自
由
被
官
化
、
逃
散
行
動
等
の
禁
圧
と
人
身

関
法
第
一
―

-0巻
第
六
号

（
七
五

0)



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

口

□十
九
日
ま
て
口
、
初
為
後
日
買
券
之
状
如
件
、

売
買
禁
令
が
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
の
解
決
ヘ
一
歩
前
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
問
題
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

と
は
い
え
、

八
条
村
に
お
け
る
自
己
の
永
代
売
と
い
う
形
式
が
、
通
常
の
人
身
売
買
と
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
と
す
れ
ば
、

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

(
3
)
 

人
身
売
買
」
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
水
上
氏
が
、
鎌
倉
期
段
階
に
お
け
る
人
身
的
隷
属
が
、
室
町
期
に
至
る
や

年
紀
売
却
的
な
傾
向
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
見
解
は
、
中
田
薫
氏
が
か
つ
て
、
近
世
に
お
け
る
普
通
年

季
奉
公
の
盛
行
と
い
う
図
式
を
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
ひ
き
づ
ら
れ
た
見
解
で
あ
り
、
譜
代
下
人
が
中
世
を
通
じ
て
つ
ね
に
再
生
産
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
な
お
問
題
が
残
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
年
季
売
的
傾
向
を
指
摘
さ
れ

た
点
は
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
中
世
後
期
よ
り
末
期
に
お
け
る
年
季
売
に
は
、

そ
の
ひ
と
つ
は
永
代
売
と
あ
る
も
の
が
、
現
実
に
は
年
季
を
切
っ
て
い
る
も
の
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
、

慟
日
数
の
限
定
ー
ー
_
代
銭
納
化
（
手
間
料
の
納
入
）
ー
ー
↓

J

関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
「
時
国
家
文
書
」

（
「
売
」
以
下
同
）

買
渡
申
女
之
事

合
壱
仁
者

子
と
孫
と
、
於
此
女
谷
千
代
二
、
年
十
一
也
、
違
乱
煩
申
間
敷
候
、
然
者
天
下
一
同
之
御
徳
政
口
、

在
所
円
山

に
あ
っ
て
は
、

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

八
条
村
の
事
例
も
、

そ
の
内
容

ま
た
第
二
に
は
、
年
季
売
が
労

右
、
彼
永
代
買
渡
申
処
実
也
、
但
代
八
百
文
永
代
普
代
相
伝
買
申
事
不
相
違
候
、
於
上
者
有
頂
天
、
下
者
大
河
下
二
井
山
崎
名
字
内

又
ハ
沙
汰
ハ
明
拾
を
限
り
、
明

（
七
五
一
）

い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

か
つ
て
水
上
一
久
氏
が
、

「
中
世
に
お
け
る



な
段
階
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

天
文
拾
年
十
二
月
廿
四
日

（
七
五
二
）

中
村
山
崎孫

太
郎
（
略
押
）

下
町
野
領
家
ヒ
ツ
メ

時
国
衛
門
太
郎
殿

ま
い
る

と
あ
り
、
永
代
売
と
い
う
形
式
を
も
ち
な
が
ら
、
明
ら
か
に
そ
の
内
実
は
年
季
売
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
年
季
売
の
な
か
に
は
、
通
常
の
人
身
売
買
と
異
な
り
、
自
己
自
身
の
全
面
的
な
、
か
つ
永
遠
の
隷
属
と
い
う
観
念
は
存
在

し
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
自
己
と
自
己
の
労
働
力
と
を
分
化
さ
せ
て
考
え
る
と
い
う
方
向
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
「
時
国
家

一
ヶ
月
の
労
働
日
の
確
定
や
労
働
の
代
銭
納
化
、
あ
る
い
は
自
身
を
買
戻
す
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
解
放

(
4
)
 

し
て
ゆ
く
事
実
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
人
格
ま
で
も
全
面
的
に
隷
属
さ
せ
て
、
奴
隷
的
地
位
に
お
ち
い
る
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
自
己
の
人
格
と
自
己
の
労
働
力
の
分
化
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
継
続
し
て
家
父
長
権
か
ら
の
自

身
の
解
放
の
契
機
を
見
出
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
年
紀
売
と
い
う
法
形
式
に
よ
っ
て
、

一
種
の
労
働
契
約
、
一
犀
傭
契
約
の
締
結

先
に
み
た
「
時
国
家
文
書
」
に
お
い
て
も
、
永
代
売
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
年
季
売
で
あ
る
と
い
う
在
り
方
は
、

八
条
村
に
お
い
て
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
は
代
価
が
き
わ
め
て
幅
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
様
々

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
書
」
に
あ
っ
て
は
、

関
法
第
三
0
巻
第
六
号

つ
ま
り
特
定
の
期
限
つ
き
の
売
却
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に

は
、
介
三
郎
の
事
例
の
よ
う
に
、
慶
長
八
年
と
慶
長
一
六
年
の
二
度
に
わ
た
り
自
己
を
売
却
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
、
永
代
売
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
年
季
を
切
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

八
条
村
の
事
例
も
ま
た
、
年
季
売
却
の

形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
は
じ
め
て
、

買
主

八
条
村
で
の
様
々
な
問
題
を
解
決

ニ
四



る。」

一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

二
五

と
い
う
重
要
な
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

9

す
る
糸
口
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
季
売
買
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
被
官
売
買
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

か
れ
ら
が
被
官
主
の
家
権
力
に
包
摂
さ
れ
ず
、
他
の
一
般
農
民
と
同
様
、
あ
る
程
度
の
独
立
を
維
持
し
え
た
の
で
あ
り
、
被
官
主
の
家
長

権
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
契
機
を
つ
ね
に
持
ち
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
年
勝
俣
鎮
夫
氏
が
「
地
発
と
徳
政
一
揆
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
、
古
代
・
中

世
に
お
け
る
土
地
売
却
が
、
今
日
の
よ
う
に
所
有
権
の
完
全
な
移
転
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
請
戻
・
買
戻
を
そ
の
前
提
と
し
て
有

(
5
)
 

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
至
っ
て
も
な
お
永
代
売
の
観
念
が
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
永
代
売
の
形
式
を
有
し
て
い
て
も
、
実
際
に
は
本
銭
返
等
の
買
戻
し
可
能
な
売
買
形
態
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

勝
俣
氏
は
、

「
こ
の
よ
う
な
形
式
の
売
券
は
、
農
民
の
売
券
に
特
徴
的
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
当
該
期
先
進
地
帯
に
は
一
般
的
に
は
永
代
売
が

定
着
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
な
お
農
民
に
お
い
て
は
、
買
戻
し
権
を
留
保
し
た
売
買
形
態
こ
そ
が
、
土
地
売
買
の
本
来
の
姿
で
あ
る
と

い
う
観
念
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
古
代
の
売
却
地
買
戻
の
額
が
本
直
す
な
わ
ち
売
値
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
永
代
売
の
中
世
の
売
券
の
弁
償
文
言
に
み
ら
れ
る
弁
償
額
も
先
掲
の
売
券
に
み
ら
れ
る
如
く
基
本
的
に
は
本
銭
で
あ
り
、
極
端
に

い
え
ば
『
右
京
大
夫
尼
一
期
之
後
、
塩
浜
御
領
知
之
時
ハ
、
放
券
之
地
少
々
候
は
ん
を
ハ
、
直
物
を
か
へ
し
た
ひ
て
、
如
本
可
被
付
寺
家

候
』
と
あ
る
如
く
、
永
代
売
の
土
地
で
も
本
銭
さ
え
返
却
す
れ
ば
再
び
そ
の
所
有
権
を
回
復
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

こ
の
よ
う
に
中
世
農
民
の
土
地
売
買
に
お
い
て
、
永
代
売
の
形
式
を
有
し
て
は
い
て
も
、
実
際
に
は
期
限
付
の
売
買
に
す
ぎ
な
い
か
、

あ
る
い
は
本
直
を
返
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
買
戻
・
請
戻
可
能
で
あ
る
と
い
う
留
保
付
の
土
地
売
買
が
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
先
に
み
た
人
身
の
永
代
売
買
も
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
完
全
な
自
己
売
却
、
債
務
奴
隷
化

（
七
五
―
―
―
)



(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

を
意
味
す
る
も
の
と
み
る
よ
り
も
、
土
地
売
買
と
同
様
つ
ね
に
請
戻
し
可
能
、
買
戻
し
可
能
な
も
の
と
し
て
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た

と
考
え
る
方
が
、
よ
り
適
合
的
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
し
て
、
中
世
末
期
の
法
制
で
は
、

（
七
五
四
）

-
0カ
年
の
継
続
的
な
奉
公
関
係
の
設
定

を
も
っ
て
、
譜
代
奉
公
人
と
み
な
す
こ
と
が
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
譜
代
と
さ
れ
た
者
の
な
か
に
も
、
こ
う
し
た
年
紀
売
の
ケ
ー

ス
が
多
く
存
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
水
上
氏
が
、

い
く
つ
か
の
事
例
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
中
世
末
期
の
人
身
の

年
季
売
的
傾
向
と
い
う
も
の
も
、
よ
り
広
範
囲
な
方
向
で
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
近
世
初
頭
の
近
江
国
八
条
村
の
被
官

売
買
は
、
そ
う
し
た
中
世
的
な
形
態
が
な
お
残
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

鎌
倉
期
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
「
字
犬
子
者
、
依
為
養
子
、
暇
給
候
畢
、
不
可
有
後
日
沙
汰
、
既
覚
順
之
放
文
取
候
畢
」
、

(
6
)
 

う
に
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
所
従
身
分
を
脱
却
す
る
と
い
っ
た
事
例
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
解
放
奴
隷
は
個
別
に
、
よ
り
ゆ
る
や

か
な
従
属
関
係
を
主
人
と
取
り
結
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
世
後
期
に
至
っ
て
は
、
先
に
み
た
年
紀
売
却
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
、
そ

(
7
)
 

う
し
た
家
長
権
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
契
機
を
、
よ
り
強
く
有
し
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
広
範
な
展
開
が
、
人

身
売
買
を
原
因
と
す
る
奉
公
関
係
を
も
、
自
由
な
譜
代
奉
公
関
係
の
な
か
に
包
含
し
て
ゆ
く
重
要
な
要
因
と
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
八
条
村
の
例
の
よ
う
に
、
土
地
所
持
を
伴
っ
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
こ
と
を
被
官
主
に
承
認
さ
せ
た
形
で
、

被
官
関
係
を
継
続
し
え
た
の
も
、
中
世
後
期
の
人
身
売
買
の
、
そ
う
し
た
一
面
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

石
井
良
助
「
中
世
人
身
法
制
雑
考
」
二
『
『
法
学
協
会
雑
誌
』
五
六
ノ
九
）
一
七
七
0
頁
以
下
。
及
び
一
七
七
四
頁
註
(
3
)
参
照
。

石
尾
芳
久
「
近
世
人
身
売
買
再
論
」
（
関
大
『
法
学
論
集
』
二
七
ノ
五
）
二
九
頁
以
下
。

水
上
一
久
『
中
世
の
荘
園
と
社
会
』
所
収
。

水
上
一
久
「
中
世
譲
状
に
現
わ
れ
た
所
従
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
の
荘
園
と
社
会
』
所
収
）
一
五
一
頁
、
註
(20)
。

勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
所
収
、
九
四
頁
以
下
。

関
法
第
三

0
巻
第
六
号

二
六

と
い
う
よ



一
六
世
紀
末
近
江
国
八
条
村
の
被
官
売
券

二
七

(
6
)

水
上
一
久
「
中
世
譲
状
に
現
わ
れ
た
所
従
に
つ
い
て
」
一
三
二
頁
。

(
7
)

牧
英
正
氏
に
よ
れ
ば
、
享
徳
三
年
に
菅
浦
公
文
が
批
把
公
事
人
十
二
人
を
代
一
貫
八
百
文
で
売
却
し
て
い
る
（
同
『
日
本
法
史
に
お
け
る
人
身

売
買
の
研
究
』
一
四
一
頁
以
下
）
。
こ
の
事
例
は
、
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
人
身
売
買
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
公
事
人

に
対
す
る
進
退
権
も
し
く
は
公
事
徴
収
権
の
売
却
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
対
価
が
少
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
期
限
付
か
、
買
戻
可
能
な
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
、
「
永
代
う
り
わ
た
す
ひ
わ
公
事
人
事
」
と
い
う
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
し

う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
期
の
売
買
形
式
が
、
か
な
り
広
汎
な
内
容
を
内
に
ふ
く
ん
で
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
七
五
五
）




