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組
合
と
仲
間

近
世
に
お
け
る
組
合

･
仲
間

近
世
に
生
き
た
人
び
と
は
､
身
分

･
階
層
を
問
わ
ず
､
多
様
な
集
団
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
生
活
を
営
ん
で

い
た
｡
武
士
た
ち
は
､
幕
府
の
旗
本
で
あ
れ
ば
大
番
組

･
書
院
番
組
な
ど
の
組
に
編
成
さ
れ
､
都
市
の
商
人
た
ち
は
株
仲
間

な
ど
の
同
業
者
組
織
を
結
成
し
た
｡
組
(組
合
)
や
仲
間
は
'
近
世
人
が
生
き
て
い
-
た
め
に
は
不
可
欠
な
組
織
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
､
本
節
で
は
百
姓
の
場
合
に
限

っ
て
具

体
的
事
例
に
即
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

近
世
の
百
姓
が
帰
属
す
る
中
核
的
組
織
と
し
て
家
と
村
が
存
在
し
た
が
'
百
姓
た
ち
は
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
組
織
に
属

し
て
お
り
､
そ
う
し
た
組
織
の
な
か
に
は
組
合
(級
)
や
仲
間
と
呼
ば
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
｡
近
世
の
村
(村
講
制
の
単
位

･

行
政
単
位
と
し
て
の
村
)
は
内
部
に
い
-
つ
か
の
小
集
落
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多
-
､
こ
の
小
集
落
を
組
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が

多
か
っ
た
｡
こ
の
組
は
､
村
以
上
に
村
人
の
生
活
と
生
産
に
深
-
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
ま
た
､
年
貢

･
諸
役
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納
入
の
連
滞
責
任
や
相
互
扶
助
の
た
め
の
組
織
と
し
て
五
人
組
が
あ
り
､
年
齢
階
梯
組
織
と
し
て
の
若
者
組
や
娘
組
も
あ
っ

た
(第
H
章
第
2
節
参
照
)
0

他
方
'
近
世
の
百
姓
た
ち
は
､
村
の
枠
を
超
え
て
多
様
な
組
合

･
仲
間
を
つ
-
っ
て
お
り
､
本
節
で
は
こ
ち
ら
を
取
り
上

げ
る
｡
村
を
超
え
た
組
合

･
仲
間
に
は
大
き
-
分
け
て
二
種
類
あ
る
｡
そ
の
一
つ
は
組
合
村
で
あ
る
｡
こ
れ
は
村
々
の
連
合

で
あ
り
､
組
合
を
構
成
す
る
単
位
が
個
人
で
は
な
-
村
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
､
個
人
な
い
し
家
を

単
位
と
し
た
､
同
業
者
の
組
合

･
仲
間
で
あ
る
O
ま
ず
'
前
者
に
つ
い
て
'

1
般
的
な
整
理
を
お
こ
な

っ
て
お
こ
う
[渡
辺

)
9
9
4

:
)
5
･
4
2

]

.

近
世
に
お
け
る
組
合
村
形
成
の
契
機
と
し
て
は
､

Ⅲ自
然
的
諸
条
件

へ
の
対
応
､

吻領
主
的

･
国
家
的
な
諸
役
賦
課

へ
の

対
応
､

㈲組
合
村
外
の
人
び
と
へ
の
対
応
､

㈲組
合
村
内
の
諸
階
層

へ
の
対
応
､
㈲
組
合
村
の
秩
序
と
平
穏
の
維
持
'
の
五

つ
に
分
類
で
き
よ
う
｡

Ⅲに
は
'
用
水
や
入
会
地
の
利
用

･
管
理
な
ど
の
生
産
諸
条
件
に
関
す
る
も
の
と
､
飢
笹

へ
の
対
応
(共
同
貯
穀
な
ど
)な

ど
自
然
災
害
に
関
す
る
も
の
と
が
あ
り
､
治
水
な
ど
は
両
者
に
関
係
す
る
｡

闇に
は
､
個
別
領
主
の
賦
課
に
対
す
る
対
応
と
､

か
ん

公
儀
に
よ
る
個
別
領
主
の
支
配
領
域
を
超
え
た
役
賦
課
へ
の
対
応
と
の
両
者
が
あ
る
o

制に
は
､
浪
人

･
盲
人

･
乞
食

･勧

一ノ化

･
盗
賊

･
悪
党

･
無
宿

･
行
倒
れ
な
ど
へ
の
集
団
的
対
応
や
､
都
市
の
特
権
商
人

･
株
仲
間

･
座

へ
の
対
応
な
ど
が
あ
り
､

前
者
に
は
治
安
維
持
の
側
面
が
色
濃
い
｡

㈲に
は
､
職
人
手
間
賃

･
奉
公
人
給
金

･
日
雇
い
賃
銭
の
抑
制
や
風
俗
統
制
な
ど

が
あ
り
､
村
役
人
層
主
体
の
組
合
村
秩
序
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
､
彼
ら
の
利
害
や
､
彼
ら
中
心
の
組
合
村
秩
序

･
村
落
内

な
いさ
い

秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
階
層
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

制に
は
､
地
域
内
争
論
の
内
済
(和
談
)､
防
犯

･
防
火
や
祭
紀
を
め

ぐ
る
協
力
な
ど
､

Ⅲ
～㈲
に
分
類
し
に
-
い
地
域
の
共
同
利
害
に
関
す
る
諸
契
機
が
含
ま
れ
る
｡

0
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し
か
し
､
こ
れ
ら
は
あ
-
ま
で
便
宜
的
な
分
類
で
あ
り
､
近
世
に
お
け
る
組
合
村
結
合
の
契
機
は
以
上
に
つ
き
る
も
の
で

は
な
い
｡
む
し
ろ
､
時
と
所
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
に
よ
り
､
多
様
な
地
域
的
結
合
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
近
世
の
特
色

だ
と
い
え
よ
う
｡
ま
た
､
前
述
の
範
囲
に
限

っ
て
も
､
明
確
な
分
類
が
難
し
い
も
の
が
多

い
｡
例
え
ば
､
用
水
組
合
に
は
､

3の
側
面
と
､
領
主
的

･
国
家
的
に
編
成
さ
れ
た
普
請
組
合
と
し
て
の
側
面
(す
な
わ
ち

㈲)の
両
者
が
併
存
し
て
い
る
場
合

が
多

い
し
､
ま
た
組
合
村
内
に
居
住
し
っ
つ
組
合
村
を
超
え
た
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
人
び
と
(職
人
､
非
人
な
ど
)
へ
の
対

応
は

畑と
㈲
の
境
界
的
な
色
彩
を
も
つ
(こ
れ
は
､
近
世
の
組
合
村
が
閉
鎖
的
な
集
団
と
し
て
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
現
で
も

あ
る
)0

つ
ぎ
に
､
近
世
の
組
合
村
の
性
格
に
つ
い
て
何
点
か
述
べ
て
お
き
た
い
｡

㈲
中
世
に
比
べ
て
近
世
で
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
に
よ
り
多
様
な
組
合
村
が
成
立
し
た
が
､
こ
れ
ら
の
組
合
村
は
､
大

き
な
組
合
村
の
な
か
に
複
数
の
小
さ
な
組
合
村
が
含
ま
れ
た
り
､
複
数
の
組
合
村
が

一
部
の
構
成
村
を
重
複
さ
せ
つ
つ
併
存

す
る
と
い
っ
た
重
層
性
を
有
し
て
い
た
｡

榔
地
域
内
部
は
､
不
均
質
な
構
造
を
と
る
場
合
が
多
か
っ
た
O
そ
れ
は
､
村
方
と
町
場
の
併
存
､
組
合
村
内
部
の
い
-

つ
か
の
小
地
域
間
の
格
差
､
中
心
的

･
指
導
的
な
村
の
存
在
(用
水
の
井
元
村
な
ど
)
と
村
落
問
格
差
､
村
内
に
お
け
る
諸
身

分

･
諸
階
層
の
存
在
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

㈲
組
合
村
を
構
成
す
る
村
落
間
の
格
差
は
し
だ
い
に
解
消
さ
れ
て
村
々
が
対
等
の
関
係
に
移
行
し
'
各
組
合
村
の
特
質

に
応
じ
た
公
平
な
負
担
の
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
-
傾
向
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
用
水
組
合
に
お
い
て
は
､
旧
来
の
井
元

村
や
上
流
村
々
の
特
権
が
し
だ
い
に
縮
小
さ
れ
て
'
組
合
村
々
の
公
平

･
平
等
な
関
係
の
実
現
に
向
か
っ
た
｡

㈲

組
合
村
結
合
の
範
囲
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
-
'
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
､
変
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
変
化
の
方



ⅠⅠ 近世の人間関係と社会結合

向
に
は
拡
大
と
縮
小
の
両
方
が
み
ら
れ
､
時
と
所
に
よ
り
､
ま
た
結
合
の
種
類
に
よ
っ
て

一
様
で
は
な
か
っ
た
｡
変
化
の
要

因
と
し
て
は
､
生
産
条
件

･
支
配
関
係

･
経
済
関
係
の
変
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
､
ま
た
運
動

･
訴
願
の
な
か
で
組
合
村
結
合

が
形
成
さ
れ
た
り
'
変
化
し
て
い
-
こ
と
も
多
か
っ
た
｡

㈲
組
合
村
結
合
は
､
共
通
利
害
に
基
づ
い
て
し
だ
い
に
結
合
範
囲
を
拡
大
す
る
と
い
う
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
側
面

を
も
つ
と
同
時
に
､
自
ら
に
固
有
の
利
害
を
主
張
し
て
外
部
と
対
決
す
る
と
い
う
地
域
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
側
面
も
凍
っ
て
い
た
O

㈲
組
合
村
と
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
村
落
と
を
比
較
す
る
と
､
空
間
的
に
は
後
者
は
前
者
の
一
部
分
で
あ
る
が
､
機

能
酌
に
は
､
組
合
村
が
特
定
の
契
機
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
と
い
う
点
で
よ
り
部
分
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
村
は
よ
り

全
体
性
を
も
っ
た
結
合
体
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
相
対
的
に
､
村
は
基
礎
社
会
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
'
組
合
村
は
派
生
集
団

と
し
て
の
性
格
を
も
つ
｡
す
な
わ
ち
､
基
礎
社
会
の
単
位
が
､
中
世

･
近
世
移
行
期
を
通
じ
て
､
郷

･
圧
か
ら
村

へ
と
縮
小

し
､
そ
れ
に
対
応
し
て
村
の
外
部
に
多
様
な
組
合
村
が
派
生
的
に
形
成
さ
れ
て
い
-
と
考
え
ら
れ
る
｡

信
濃
国
諏
訪
郡
に
お
け
る
組
合
村

一
般
的
な
説
明
は
以
上
に
と
ど
め
､
以
下
､
信
濃
国
諏
訪
郡
南
西
部
､
現
在
の
長
野
県
諏
訪
郡
富
士
見
町
域
に
属
す
る

村
々
を
事
例
と
し
て
､
二
種
類
の
村
を
超
え
た
組
合

･
仲
間
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
こ
う
[渡
辺
1997
:133･)63]0
な

お
､
当
地
域
は
高
島
藩
(諏
訪
藩
)領
で
あ
っ
た
｡

ま
ず
､
組
合
村
か
ら
｡
当
地
域
に
お
い
て
も
､
多
様
な
結
合
契
機
に
基
づ
い
て
多
-
の
組
合
村
が
重
層
的
に
併
存
し
て
い

た
が
､
は
じ
め
に
肥
料

･
飼
料

･
燃
料

･
用
材
な
ど
の
供
給
源
と
し
て
､
村
人
の
生
活
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
山
野
を
め
ぐ
る

かま
な
し

共
同
関
係
を
み
て
み
よ
う
｡
現
在
の
富
士
見
町
域
に
は
､
八
ヶ
岳
入
会
地

･
釜
無
山
入
会
地

･
原
山
入
会
地

･
南
原
山
入
会

0
5
9
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0

6

∩
)

地

･
大
沢
山
入
会
地
の
五
カ
所
(た
だ
し
､
南
原
山
入
会
地
は
原
山
入
会
地
の
一
部
)
の
入
会
地
が
あ

っ
た
｡

か
み
つ
た

き

八
ヶ
岳
入
会
地
に
用
益
権
を
も
つ
一
六
力
村
が
八
ヶ
岳
入
会
組
合
を
つ
-

っ
て
い
た
が
'
そ
の
な
か
で
上

蔦

木

村
が
山
元

村
と
し
て
と
り
わ
け
強
い
権
利
を
も

っ
て
い
た
｡
同
様
に
､
釜
無
山
入
会
地
に
は

一
八
力
村
(ほ
か
に
二
力
村
が
'
釜
無
山
入

会
地
の
北
端
に
あ
る
沢
入
山
の
み
に
入
会
権
を
も
っ
て
い
た
)､
原
山
入
会
地
に
は
六

〇
カ
村
あ
ま
り
､
南
原
山
入
会
地
に
は

一

三
力
村
､
大
沢
山
入
会
地
に
は

二

一力
村
が
そ
れ
ぞ
れ
入
会
権
を
も
ち
入
会
組
合
を

つ
-

っ
て
い
た
｡
こ
の
う
ち
､
八
ヶ

岳

･
釜
無
山
両
入
会
組
合
の
構
成
村
の
分
布
を
図
に
示
し
た
｡

以
上
か
ら
､
入
会
組
合
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
､
同
じ
地
域
に
複
数
の
組
合
が
部
分
的
に
か
さ
な
り
合
い
つ
つ
存
在
し
て

お
り
､
い
-
つ
か
の
村
は
複
数
の
組
合
に
属
し
て
い
た
こ
と
､
山
元
村
が
ほ
か
の
村
よ
り
強

い
権
利
を
も
つ
な
ど
組
合
を
構

成
す
る
村
々
は
必
ず
し
も
対
等
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

つ
ぎ
に
､
入
会
組
合
以
外
の
組
合
村
に
目
を
移
そ
う
｡

こ

の

ま

と
ち

の

き

木

之

間

村
ほ
か
八
力
村
組
合

木
之
間
村
は
､
芋

之

木
村
な
ど
八
力
村
を
自
ら
の
枝
村
と
し
､
自
ら
を
親
村
と
し
て
､

八
力
村
と
親
村

･
枝
村
関
係
を
結
ん
で
い
た
｡
こ
の
親
村
が
枝
村
を
従
属
さ
せ
つ
つ
結
合
す
る
関
係
は
､
枝
村
八
力
村
が
木

之
間
村
の
領
域
内
に
あ
と
か
ら
村
を
つ
-

っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
九
力
村
は
､
木
之
開
村
の
統
制
下
に
､
木

之
間
村
の
領
域
内
に
お
け
る
甲
州
道
中
(五
街
道
の
1
つ
)
の
道
普
請
や
橋
の
架
替
え
､
行
倒
れ

へ
の
対
応
な
ど
を
共
同
で
お

こ
な

っ
て
い
た
｡
ま
た
､
釜
無
山
入
会
組
合
内
の
小
組
合
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
親
村

･
枝
村
関
係
は
､

十
九
世
紀
に
は
い
る
と
､
枝
村
側
の
運
動
に
よ

っ
て
､
し
だ
い
に
村
々
の
対
等
な
結
合
関
係

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
｡

-
ず
く
ぽ

葛

窪

村
ほ
か
五
力
村
組
合

葛
窪
村
ほ
か
五
力
村
は
､
遅
-
と
も
十
八
世
紀
半
ば
に
は
､
ほ
ぼ
対
等
の
立
場
で
組
合
村

を
つ
-

っ
て
､
村
外
か
ら
-
る
乞
食
な
ど
の
ね
だ
り
行
為

へ
の
共
同
で
の
対
処
､
盗
人
の
共
同
捜
索
､
倹
約
な
ど
の
取
決
め



道
中

岡

八
ヶ
岳
入
会
組
合
と

釜
層
山
入
会
組
合

小
淵
沢
に
は
四
力
村
が
含
ま
れ

先
能
と
木
戸
口
は
合
わ
せ
て

一
力
村
と
し
て
数
え
て
い
る
｡

木
之
問
村
ほ
か
八
力
村
組
合
と

葛
窪
村
ほ
か
五
力
村
組
合

先
能
と
木
戸
口
､､
田
端
と
森
は

そ
れ
ぞ
れ
合
わ
せ
て

一
力
村
と
し
て
数
え
て
い
る
｡

州

追

中

入

甲 斐

を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

つ
た

き

す
け
ご
う

蔦

木

宿
助

郷

組
合

て
ん

ま

や
く

近
世
に
は
､
街
道
の
宿
駅
と
周
辺
村
々
に
伝

馬

役

(公
用
通
行
者
に
人
馬
を
提
供
す
る
役
)
が
賦
課
さ

ⅠⅠ 近世の人間関係と社会結合

れ
､
宿
駅
と
そ
れ
を
補
助
す
る
村
々
に
よ
っ
て
､
宿
を
核
と
し
た
伝
馬
役
負
担
の
た
め
の
地
域
結
合
が
形
成
さ
れ
て
い
た
｡

宿
駅
の
伝
馬
役
と
村
々
の
そ
れ
と
は
､
負
担
量
と
負
担
方
法
に
違
い
が
あ
り
､
村
々
の
百
姓
が
負
担
す
る
伝
馬
役
は
助
郷
役
､

助
郷
役
を
務
め
る
村
は
助
郷
と
呼
ば
れ
た
｡
蔦
木
宿
助
郷
組
合
は
甲
州
道
中
蔦
木
宿
(上
蔦
木
町
)
の
助
郷
を
務
め
る
村
々
の

組
合
で
､
二
五
力
村
か
ら
な
り
､
正
式
に
は
､

一
八
二
八
(文
政
十

一
)年
に
幕
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
｡

お

と
う
ご
う

お
ん
ば
し
ら
ま
つ
り

諏
訪
神
社
御

頭

郷

(御
頭
組
合
)

御
柱

祭

で
有
名
な
諏
訪
神
社
は
諏
訪
郡

一
円
に
氏
子
を
も
つ
大
社
だ
が
､

一
六

一

四
(慶
長
十
九
)年
､
高
島
藩
に
よ
っ
て
､
諏
訪
郡
の
村
々
が
交
替
で
同
社
の
毎
年
の
祭
礼
に
奉
仕
す
る
御
頭
の
制
度
が
定
め

ら
れ
た
｡
御
頭
の
組
織
は
､
郡
内
七
二
力
村
を

一
四
の
組
に
分
け
､
各
組
に

一
村
の
親
郷
を
定
め
て
､
親
郷
の
も
と
に

0
6
1
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0
6
2

二

～
八
力
村
の
枝
郷
を
つ
け
る
も
の
で
､
各
組
は

一
五
年
に

l
度
ず

つ
(
l
組
だ
け
が

1
五
年
に
二
度
)順
番
に
御
頭
を
務
め
､

祭
礼
に
労
力
と
費
用
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
｡
現
在
の
富
士
見
町
域
に
含
ま
れ
る
村
々
は
､
図
の
よ
う
に
､
有
賀

･
田
辺

･

真
志
野

･
下
桑
原
の
各
村
を
そ
れ
ぞ
れ
親
郷
と
す
る
四
つ
の
御
頭
郷
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
当
地
域
の
村
々
は
､
い
ろ
い
ろ
な
契
機
で
多
様
な
組
合
村
を
形
成
し
て
い
た
｡
釜
無
山
入
会
組
合
を
み
る

と
､
そ
の
な
か
に
小
単
位
と
し
て
の
木
之
間
村
ほ
か
八
力
村
組
合
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
､
そ
れ
自
体
重
層
的
な
構
造
を
も

っ
て
い
た
｡
他
面
か
ら
み
る
と
､
木
之
間
村
ほ
か
八
力
村
組
合
は
､
規
模
は
釜
無
山
入
会
組
合
よ
り
小
さ
い
も
の
の
､
入
会

と
い
う

一
つ
の
目
的
で
結
合
し
た
入
会
組
合
に
比
べ
て
､
街
道
の
整
備
な
ど
多
様
な
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
と
い
う
特
徴
が
あ

っ
た
｡
そ
し
て
､
入
会
組
合
や
そ
の
ほ
か
の
組
合
村
は
､

1
部
か
さ
な
り
'

1
部
ず
れ
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
担
い

代

蔦
木
宿
助
郷
組
合

追州

御
頭
郷
(御
頭
組
合
)

諏訪宿

○

〇〇
o
O

･
.
:
㌔

..
00
..

猷
◎.篤
が
.叫
.0...
O
｡

中
御射山神戸

釈
帆

甲斐 下鳶木

｡
o
o
o
.
0̂
.0
0.
0
押

宿

o

O

＼ o

上諏訪宿
(下桑原)

(湯之町)

､｡北撃 璽竺空
＼こ〇 両喜志野O
lO

l Oo
御所平峠-毛 木之問●
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□有翼村組合
●田辺村組合
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つ
つ
当
地
域
を
何
重
に
も
覆
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
組
合
村
々
の
関
係
は
､
葛
窪
村
ほ
か
五
力
村
組
合
の
よ
う
に
ほ
ぼ
対
等

の
場
合
も
あ

っ
た
が
､
御
頭
郷
の
場
合
は
､
御
頭
郷
に
加
わ
れ
る
村
と
加
わ
れ
な
い
村
､
御
頭
郷
内
部
で
格
式
が
高
い
村
と

低
い
村
と
い
っ
た
､
組
合
の
内
外
に
わ
た
っ
て
明
確
な
序
列
が
存
在
し
た
｡
木
之
間
村
ほ
か
八
力
村
組
合
の
場
合
は
､
内
部

の
格
差
が
解
消
の
方
向
に
向
か
っ
た
が
､
御
頭
郷
に
お
い
て
は
幕
末
ま
で
格
式
を
め
ぐ
る
村
同
士
の
争
い
が
続
い
た
｡

馬
喰
と
中
馬

以
下
で
は
､
組
合

･
仲
間
の
第
二
の
タ
イ
プ
で
あ
る
､
家
な
い
し
個
人
を
単
位
と
し
た
そ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
-
O
紅
戸

時
代
も
後
期
に
な
る
と
､
商
品

･
貨
幣
経
済
や
交
通

･
物
流
網
の
発
達
に
つ
れ
て
､
村
を
超
え
た
人
び
と
の
結
び
つ
き
が
拡

ば
く
ろ
う

ち
ゅ
う
ま

大
し
て
い
っ
た
｡
こ
の
点
を
､
現
富
士
見
町
域
に
お
け
る
馬

喰

(博
労
)
と
中

馬

を
事
例
と
し
て
み
て
い
こ
う
｡

当
地
域
は
近
世
に
は
馬
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
り
､
村
人
た
ち
は
牝
馬
に
子
を
産
ま
せ
て
は
売
り
払

っ
て
現
金
収
入
を
得

て
お
り
､
村
々
に
は
子
馬
の
売
買
を
周
旋
し
て
売
買
の
当
事
者
双
方
か
ら
手
数
料
を
と
る
馬
喰
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
広
-

お
っ
こ
と

た
つ
ぎ
わ

存
在
し
て
い
た
O
乙

事

村
に
は
､

1
八
六

1
(文
久
元
)年
に
七
人
の
馬
喰
が
お
り
､
立

沢

村
に
は
､

1
八
六
八
(明
治
元
)年

に
九
人
の
馬
喰
が
い
た
｡
彼
ら
は
､
身
分
は
百
姓
で
､
村
の
一
員
で
あ
り
､
農
業
そ
の
ほ
か
の
稼
業
を
も
営
み
つ
つ
､
馬
喰

稼
ぎ
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

新
し
-
馬
喰
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
､
高
島
藩
に
馬
喰
札
(営
業
許
可
の
鑑
札
)
を
申
請
す
る
と
き
に
は
､
村
が
馬
喰
の
身

元
を
保
証
し
て
お
り
､
馬
喰
は
村
の
管
理
下
に
あ
っ
た
｡

一
七
六
六
(明
和
三
)年
に
､
田
端
村
で
は
､
村
中
で
相
談
し
て
､

村
人
の
一
人
を
馬
喰
に
し
て
お
り
､
こ
の
場
合
に
は
､
村
が
身
元
保
証
を
超
え
て
､
馬
喰
の
あ
り
方
に
よ
り
深
-
か
か
わ
っ

た
て

て
い
た
の
で
あ
る
｡
他
方
､
馬
喰
は
､
村
を
超
え
て
馬
喰
仲
間
と
い
う
独
自
の
横
の
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
お
り
､
｢立
馬

0
6
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0
6
4

喰
｣
と
い
う
馬
喰
仲
間
の
代
表
者
も
存
在
し
て
い
た
｡
藩
で
は
､
馬
喰
に
馬
喰
札
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
営
業
を
公
認

う

ん
じ
ょ
う

す
る
か
わ
り
に
'
馬
喰
運

上

(馬
喰
の
営
業
税
)を
徴
収
し
た
｡
こ
の
馬
喰
運
上
の
徴
収
は
村
を
単
位
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
､

藩
は
村
単
位
に
馬
喰
を
掌
握
し
て
い
た
｡
そ
の
一
方
で
､
藩
は
､
馬
喰
仲
間
を
通
じ
て
の
掌
握
方
法
も
併
用
し
て
い
た
｡
こ

れ
は
､
村
の

一
員
と
し
て
村
の
管
轄
下
に
あ
る
と
と
も
に
､
馬
喰
仲
間
と
い
う
独
自
の
同
業
者
組
織
の

一
員
で
も
あ
る
と
い

う
､
馬
喰
の
二
重
の
存
在
形
態
に
照
応
し
た
掌
握
方
式
で
あ

っ
た
｡

こ
の
地
域
で
は
､
中
馬
も
盛
ん
で
あ

っ
た
.
中
馬
と
は
馬
を
利
用
し
た
運
送
業
で
'
海
も
な
-
､
河
川
交
通
も

一
部
の
地

域
し
か
利
用
で
き
な
か
っ
た
信
濃
国
で
発
達
し
た
｡
当
初
は
､
宿
駅
か
ら
宿
駅

へ
と
荷
物
を
リ
レ
ー
し
て
い
-
正
規
の
輸
送

方
式
に
対
抗
し
て
､
目
的
地
ま
で
直
行
す
る
物
流
界
の
革
命
児
と
し
て
登
場
し
た
中
馬
で
あ

っ
た
が
､
宿
駅
と
の
数
次
の
争

論
を
へ
て
領
主
か
ら
も
公
認
さ
れ
た
存
在
と
な

っ
て
い
っ
た
｡

中
馬
稼
ぎ
を
お
こ
な
う
者
も
､
馬
喰
同
様
百
姓
身
分
で
､
農
業
そ
の
他
の
稼
業
と
兼
業
で
中
馬
稼
ぎ
を
お
こ
な

っ
て
い
た
｡

み

さ

や
ま
ご
う

ビ

中
馬
稼
ぎ
を
す
る
者
が
多
い
御

射

山

神

戸

村
で
は
､
村
の
な
か
で
中
馬
仲
間
が
つ
-
ら
れ
､

1
八
二

1
(文
政
四
)年
に
は
､

ば
く

ち

博

打

･
夜
遊
び
の
禁
止
な
ど
を
定
め
た
規
約
を
つ
-

っ
て
い
る
｡
中
馬
稼
ぎ
の
者
た
ち
は
村
を
超
え
て
結
び
つ
き
､
諏
訪
郡

あ

ず

み

全
域
を
カ
バ
ー
す
る
中
馬
仲
間
を
つ
-
り
､
さ
ら
に
伊
那
郡

･
筑
摩
郡

･安
曇

郡
な
ど
信
濃
国
諸
郡
の
中
馬
稼
ぎ
の
者
た
ち

そう
だ
い

と
も
共
同
し
て
､
幕
府
に
訴
訟
を
お
こ
な
っ
た
り
し
た
｡
諏
訪
郡
の
中
馬
仲
間
は
､
い
-
つ
か
の
組
に
分
か
れ
､
惣
代
を
立

て
､
寄
合
を
も
ち
､

一
七
九

一
(寛
政
三
)年
に
は
､
諏
訪
郡
村
々
の
村
役
人
と
の
あ
い
だ
で
､
不
法

･
不
正
行
為
の
禁
止
な

ど

〓
ハ
ヵ
条
の
取
決
め
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
中
馬
仲
間
は
､
規
約
を
定
め
､
違
反
者
は
除
名
と
い
う
制
裁
規
定
を
も
つ
'

村
を
超
え
た
同
業
者
集
団
と
し
て
､
独
自
の
組
織
を
定
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

中
馬
仲
間
の
組
織
構
造
の

一
端
を
示
す
事
件
を
紹
介
し
よ
う
｡

一
八
六

一
(文
久
元
)年

一
月
､
中
馬
惣
代
交
替
の
件
で
争
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さ
か
い
す
じ

論
が
起
こ
っ
た
｡
諏
訪
郡
の
中
馬
仲
間
は
何
組
に
も
分
か
れ
て
い
た
が
､
境

筋

(現
富
士
見
町
域
)
で
は
､
立
沢
村

･
乙
事
村

え

ぼ

な
ど

一
〇
カ
村
が
組
合
を
つ
-
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
境
筋
組
合
に
お
い
て
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
､
芋
之
木
村
と
烏

帽

し子
新
田
か
ら
の
み
中
馬
惣
代
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
ほ
か
の
村
々
は
こ
れ
に
不
満
で
､
相
談
の
う
え
､
中
馬
惣
代
は

組
合
村
々
で
順
番
に
務
め
た
い
と
芋
之
木

･
烏
帽
子
新
田
両
村
に
か
け
合

っ
た
が
､
話
は
ま
と
ま
ら
ず
､
争
論
に
な
っ
て
藩

の
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
｡
そ
の
結
果
示
談
と
な
り
､

一
八
六

一
年
は
､
芋
之
木

･
烏
帽
子
新
田
両
村
か
ら
各

一
人
､
ほ
か

の
組
合
村
々
か
ら

一
人
､
計
三
人
の
惣
代
を
出
し
､
翌
年
か
ら
は
組
合
村
々
が
順
番
で
惣
代
を
務
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
｡

せ

さ
わ

八
力
村
側
の
主
張
が
通
っ
た
の
で
あ
る
｡
組
合
村
々
の
一
つ
瀬

沢

新
田
で
は
､
訴
訟
費
用
の
う
ち
､
金

一
〇
〇
疋
(
一
分
)を

村
役
人
が
見
舞
い
と
し
て
出
し
､
あ
と
は
中
馬
稼
ぎ
の
者
(利
右
衛
門

1
人
か
)
が
出
金
し
た
.

0
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0
6
6

一
方
､
新
規
に
中
馬
稼
ぎ
開
業
の
許
可
を
藩
に
願
う
場
合
､
願
書
を
差
し
出
す
の
は
村
役
人
で
あ

っ
た
｡
村
が
中
馬
稼
ぎ

を
し
よ
う
と
す
る
村
人
の
身
元
を
保
証
し
て
い
た
の
で
あ
り
.､
中
馬
稼
ぎ
人
は
村
の
管
理
下
に
あ

っ
た
｡
ま
た
､
中
馬
惣
代

が
村
々
の
中
馬
稼
ぎ
人
に
連
絡
を
す
る
際
､
村
か
ら
村

へ
と
廻
状
を
ま
わ
し
'
各
村
の
村
役
人
か
ら
そ
の
村
に
住
む
中
馬
稼

お

ふ
れ

ぎ
人
に
連
絡
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ

っ
た
｡
藩
か
ら
村
々
へ
の
御

蝕

の
伝
達
と
同
じ
ル
ー
ト
で
､
中
馬
仲
間
の
連
絡
が
ま
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
､
中
馬
稼
ぎ
人
の
村
と
中
馬
仲
間

へ
の
両
属
形
態
は
､
馬
喰
に
お
い
て
み
た
も
の
と
同
様

で
あ

っ
た
｡
藩
は
､
中
馬
稼
ぎ
人
に
中
馬
札
(営
業
許
可
の
鑑
札
)
を
交
付
し
て
営
業
を
公
認
し
､
札
を
も
た
な
い
者
の
中
馬

稼
ぎ
を
禁
じ
る
と
と
も
に
､
札
を
交
付
さ
れ
た
者
か
ら
運
上
(営
業
税
)を
徴
収
し
て
い
た
｡
藩
は
､
中
馬
が
年
貢
米
輸
送
や

商
品
流
通
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
か
ら
中
馬
稼
ぎ
を
重
視
し
､

1
八
二
七
(文
政
十
)年
に
は
､
中
馬

た
か
わり

を
め
ぐ
る
訴
訟
費
用
の
半
額
を
村
々
の
高
割
(村
の
石
高
に
応
じ
た
負
担
)
と
し
､
三

〇
%
を
中
馬
稼
ぎ
人
の
負
担
､
残
る
二

〇
%
を
休
み
馬
(当
時
中
馬
稼
ぎ
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
農
耕
馬
)所
持
者
に
賦
課
す
る
こ
と
と
し
た
｡
こ
れ
で
は
､
中
馬
稼

ぎ
を
し
て
い
な
い
村
人
に
も
､
高
割
や
休
み
馬

へ
の
賦
課
の
か
た
ち
で
､
訴
訟
費
用
の
多
-
の
部
分
が
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
､
村
人
た
ち
が
中
馬
に
よ
る
商
品
流
通
の
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
､
藩
の
中
馬
稼
ぎ
人
優

遇
の
姿
勢
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
は
､
村
々
か
ら
､
石
高
や
休
み
馬

へ
の
入
用
賦
課
は
や
め
て
は
し
い
と
の
嘆

願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
｡

村
を
超
え
た
同
業
者
組
織
の
成
熟

近
世
後
期
の
村
々
で
は
､
商
品
経
済
の
発
展
､
商
品
流
通
の
展
開
に
と
も
な
い
､
馬
喰

･
中
馬
な
ど
農
業
以
外
の
稼
業
に

携
わ
る
者
が
増
加
し
た
｡
彼
ら
は
､
百
姓
身
分
で
あ
り
､
村
の
土
地
を
所
持
し
て
農
業
を
営
む
村
の
構
成
員
で
､
馬
喰

･
中
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馬
稼
ぎ
に
関
し
て
も
村
の
管
理
下
に
あ
っ
た
が
､
他
方
､
村
を
超
え
て
同
業
者
組
織
を
つ
-
り
､
独
自
の
利
益
を
追
求
す
る

存
在
で
も
あ
っ
た
｡
彼
ら
は
､
藩
と
の
関
係
で
は
､
運
上
上
納
と
引
き
替
え
に
札
を
交
付
さ
れ
､
営
業
を
保
証
さ
れ
た
存
在

で
あ
り
､
彼
ら
の
つ
-
る
仲
間
組
織
も
藩
に
公
認
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
藩
は
､
彼
ら
の
統
制
を
仲
間
組
織
を
通
じ
て
だ

け
で
な
-
､
村
を
通
じ
て
も
お
こ
な
っ
て
お
り
､
彼
ら
仲
間
の
訴
訟
費
用
を
村
に
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡

彼
ら
は
､
馬
の
売
買
や
商
品
輸
送
な
ど
に
よ
っ
て
村
人
の
生
活
を
支
え
て
い
た
が
､
と
き
に
は
訴
訟
費
用
の
負
担
方
法
な

ど
を
め
ぐ
っ
て
村
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
当
時
の
商
品
生
産

･
流
通
の
発
展
が
､
藩
に
も
村
に
も
認
め
ら
れ
た
彼
ら

の
仲
間
組
織
形
成
の
基
礎
に
あ
っ
た
が
､
他
方
､
近
代
以
降
と
比
べ
て
相
対
的
に
低
い
商
品
生
産

･
流
通
の
発
展
度
と
､
藩

の
統
制
策
に
規
定
さ
れ
て
､
彼
ら
は
村
か
ら
遊
離
し
て
専
業
者
集
団
化
す
る
こ
と
な
-
､
百
姓
身
分
の
ま
ま
､
農
業
な
ど
に

も
携
わ
る
村
の
構
成
員
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
｡
彼
ら
の
存
在
形
態
は
､
個
々
の
家
や
村
の
状
況
に
応
じ
て
多
様
で
あ

っ
た
ろ
う
が
､
総
じ
て
生
業

･
生
活
面
で
村
と
同
業
者
集
団
と
に
両
属
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
-
､
こ
う
し
た
特
質
的
な
存

在
形
態
は
'
江
戸
時
代
後
期
に
は
､
こ
の
地
域
の
み
な
ら
ず
全
国
的
に
広
-
み
ら
れ
た
｡

近
世
､
と
り
わ
け
後
期
に
な
る
と
､
農
業
と
そ
れ
以
外
の
生
業
を
兼
営
す
る
村
人
が
広
範
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
｡
村
に
住

む
の
は
農
民
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と
も
'
村
人
を
農
民
と
そ
れ
以
外
と
い
う
二
分
法
で
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
-
な
っ
た

の
で
あ
る
｡
村
人
が
､
農
業
以
外
の
生
業
に
依
存
す
る
度
合
い
は
し
だ
い
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
し
､
同
業
者
組
織
も
し
だ
い

に
確
立
し
て
い
っ
た
｡
し
か
し
､
い
ま
だ
同
業
者
組
織
の
形
成
に
い
た
ら
な
い
場
合
も
多
か
っ
た
し
､
形
成
さ
れ
た
と
し
て

も
領
主
や
村

･
地
域
社
会
か
ら
公
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
っ
た
｡
馬
喰

･
中
馬
稼
ぎ
の
よ
う
に
公
認
の
同
業
者
組
織
を

つ
-
っ
た
場
合
で
も
'
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
同
業
者
組
織
に
専
属
す
る
と
は
限
ら
ず
'
村
と
農
業
に
も
生
産
と
生
活
の
基
盤
を

お
く
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
農
業
と
ほ
か
の
職
業
を
か
ね
､
な
か
に
は
村
と
同
業
者
集
団
の
双
方
に
帰
属
す
る

0
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よ
う
な
人
び
と
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
､
近
世
後
期
の
村
社
会
を
特
色
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
村
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
彼
ら
が
し
だ
い
に
形
成
し
て
い
っ
た
､
村
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
-
同
業
者
組
織
は
､

村
を
構
成
単
位
と
す
る
村
連
合
-
組
合
村
と
も
､
宗
教
者
や
被
差
別
民
が
当
初
か
ら
村
と
は
独
自
に
形
成
し
て
い
た
結
合
関

係
と
も
異
な
る
､
地
域
結
合
の

一
つ
の
型
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
｡

最
後
に
､
二
点
補
足
し
て
お
こ
う
｡
第

一
に
､
中
馬
稼
ぎ
は
､
藩
か
ら
札
を
も
ら

っ
た
者
が
お
こ
な
う
と
は
限
ら
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
｡
当
地
域
で
も
っ
と
も
中
馬
稼
ぎ
が
盛
ん
だ

っ
た
御
射
山
神
戸
村
の
場
合
を
み
る
と
､
札
は
も
ら
っ
て
い
る

が
馬
を
も
た
ず
借
り
た
馬
で
中
馬
稼
ぎ
を
し
て
い
る
者
や
､
自
分
の
馬
で
中
馬
稼
ぎ
を
し
て
い
る
が
札
は
も
ら

っ
て
い
な
い

者
､
札
も
馬
も
も
た
ず
他
人
か
ら
札
と
馬
を
借
り
て
稼
い
で
い
る
者
な
ど
､
実
際
の
中
馬
稼
ぎ
人
の
存
在
形
態
は
多
様
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
中
馬
稼
ぎ
が
札
の
交
付
に
よ
っ
て
藩
か
ら
公
認
さ
れ
た
こ
と
で
､
札
が
貸
借
可
能
な
権
利
化
-
株
化
し
､

札
を
交
付
さ
れ
た
者
と
､
実
際
に
中
馬
稼
ぎ
を
す
る
者
と
が
分
離
し
始
め
た
の
で
あ
る
Q
し
た
が
っ
て
､
藩
の
掌
握
し
て
い

る
中
馬
稼
ぎ
人
と
､
実
際
の
そ
れ
と
は
､
必
ず
し
も

一
致
し
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
札
請
人
(札
を
交
付
さ
れ
た
者
)自
体
必
ず

し
も
上
層
の
者
と
は
限
ら
な
か
っ
た
が
､
札
な
し
で
中
馬
稼
ぎ
を
す
る
者
は
よ
り
下
層
の
者
が
多
-
､
札
も
馬
も
借
り
る
場

合
は
元
手
も
い
ら
ず
､
ほ
と
ん
ど
日
雇
い
や
奉
公
稼
ぎ
と
差
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
札
の
貸
借
に
よ

っ
て
､
中
馬
稼
ぎ

は
'
よ
り
下
層
の
､
よ
り
多
-
の
村
人
が
携
わ
る
生
業
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

第
二
に
､
中
馬
稼
ぎ
を
挺
子
に
経
済
的
に
上
昇
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
る
が
､
そ
れ
が
必
ず
し
も
中
馬
稼
ぎ
の
拡
大

･
専
業

化
に
結
果
せ
ず
､
得
ら
れ
た
富
を
所
持
地
の
拡
大
の
た
め
に
投
下
す
る
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
'
中
馬

稼
ぎ
の
盛
行
が
即
稼
ぎ
人
の
村
か
ら
の
離
脱
に
繋
が
ら
な
い
状
況
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

渡
辺
尚
志
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