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第
五
事

大
名
家
文
書
の
中
の

｢村
方
文
書
｣

は

じ

め

に

渡

辺

尚

志

現
在
､
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
(国
立
史
料
館
)
に
そ
の
一
部
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

｢信
濃
国
松
代
真
田
家
文
書
｣
は
､
質

･

3E=
E

量
と
も
に
す
ぐ
れ
た
大
名
家
文
書
で
あ
る
｡
と
り
わ
け
､
藩
領
村
々
か
ら
藩
に
提
出
さ
れ
た
願
書

･
届
書

･
請
書
(｢村
方
文
書
｣)
の

類
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
'
村
方
か
ら
の
訴
願
に
対
す
る
藩
庁
の
対
応
の
実
態
が
判
明
す
る
こ
と
は
､
そ
の
大
き
な
特
色

で
あ
る
｡
｢真
田
家
文
書
｣
中
に
残
さ
れ
た
大
量
の

｢村
方
文
書
｣
の
存
在
は
､
史
料
学
的
に
は
､
｢大
名
家
文
書
｣
と
は
何
か
､

(2
)

｢村
方
文
書
｣
と
は
何
か
､
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
し
､
歴
史
学
的
に
は
､
大
名
と
村

･
百
姓
と

の
関
係
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
の
好
個
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
｡
本
稿
は
､

一
個
別
事
例
を
取
り
上
げ
て
､
こ
う
し
た
問
題
を

考
え
る
足
が
か
り
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
筆
者
に
と
っ
て
は

｢真
田
家
文
書
｣
研
究
序
説
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
｡

本
稿
で
検
討
の
対
象
に
す
る
の
は
､
文
化

一
〇
年
二
八
二
二
)
か
ら
文
政
二
年
二
八
一
九
)
に
か
け
て
起
こ
っ
た

｢仙
仁
村
入
会
山

一
件
｣
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
｡
仙
仁
村
は
信
濃
国
高
井
郡
(現
須
坂
市
)
に
属
し
､
松
代
城
下
の
東
方

一
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
所
に
あ

る
山
間
の
村
で
あ
り
､
同
村
の
東
南
方
に
は
入
会
山
が
広
が
っ
て
い
た
｡
こ
の
山
は
近
隣

〓

ケ
村
の
入
会
で
あ
り
､

ニ

ケ
村
と
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は
幕
領
の
中
島
村

･
栃
倉
村

･
九
反
田
村

･
幸
高
村

･
井
上
村
､
松
代
藩
領
の
仁
礼
村

･
仙
仁
村

･
八
町
村

･
福
嶋
村
､
須
坂
藩
領

の
綿
内
村

二
局
梨
村
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
仙
仁

･
仁
礼
両
村
が
入
会
山
の
山
元
で
あ
っ
た
(-
九
五
八
l

一)0

以
下
､

一
件
の
経
過
を
た
ど
り
つ
つ
､
史
料
学
的

･
歴
史
学
的
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
い
こ
う
｡

一

入
会
争
論
の
発
端
と
村
方
騒
動

へ
の
展
開

第≡部

こ
の

1
件
は
次
の
よ
う
な
形
で
始
ま
っ
た
O
文
化

1
0
年
(
1
八
二
二
二

1
月
二
日
夜
に
､
幕
領
栃
倉
村

･
中
島
村

･
九
反
田

村

･
井
上
村
の
者
た
ち
が
仙
仁
村
に
来
て
､
組
頭
要
右
衛
門
に
､
名
主
平
蔵

へ
の
面
会
を
申
し
込
ん
だ
｡
彼
ら
は
､
仙
仁
村
が
勝
手

に
入
会
山
を
耕
地
開
発
し
て
高
話
し
､
ま
た
入
会
山
の
一
部
を
村
持
山
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
の
で
詮
議
に
来
た
の
だ

と
言
い
､
｢御
領
所
入
会
組
合
五
ケ
村
〔入
会
組
合
内
で
の
幕
領
村
々
の
結
合
〕連
印
書
付
｣
を
要
右
衛
門
に
読
み
聞
か
せ
た
｡
翌
日
も
訪

れ
美
栃
倉
村
名
主
荘
助
ら
に
対
し
て
､
仙
仁
村
名
主
平
蔵
は
､
開
発
し
た
土
地
は
､
検
地
帳
に
も
記
載
さ
れ
た
仙
仁
村
の
高
話
地
で
､

荒
れ
地
に
な
っ
て
い
た
の
を
再
開
発
し
た
の
で
ぁ
り
､
ま
た
仙
仁
村
で
山
年
貢
を
上
納
し
て
い
る
山
(す
な
わ
ち
村
持
山
)
以
外
の
場

I

所
を
村
持
に
し
た
こ
と
は
な
い
と
答
え
た
｡
荘
助
ら
は
そ
の
場
は
引
き
取
っ
た
が
､
仙
仁
村
で
は
､
同
月
五
日
に
村
中
寄
合
で
対
応

を
協
議
し
､
翌
日
内
々
で
藩
に
報
告
し
た
｡
藩
か
ら
は
､
口
頭
で
は
な
-
､
書
面
で
申
し
出
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
､
同
月
八
日

の
夜
､
再
度
村
中
で
寄
合
を
開
い
た
｡
そ
の
席
で
､
小
前
た
ち
は
､
仙
仁
村
は
小
村
で
､
自
分
た
ち
は
難
渋
し
て
お
り
､
多
-
の
村

を
相
手
に
し
て
の
訴
訟
は
で
き
な
い
の
で
､
問
題
の
山

･
畑
は
､
入
会
村
々
に
差
し
出
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
寄
合

解
散
後
の
同
日
夜
八
ツ
半
頃
､
小
前
音
七
ら
大
勢
が
長
百
姓
清
五
郎
の
所
へ
来
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡
今
日
､
井
上
村
の
者
が

来
て
､
｢自
分
た
ち
は
仙
仁
村
が
開
発
し
た
土
地
を
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
｣
と
言
っ
た
､
と
｡
こ
の
意
外
な
話
を
受
け
て
､
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ま
た
名
主
宅
で
の
村
中
寄
合
と
な
っ
た
が
､
そ
の
席
で
､
音
七
は
､
井
上
村
の
者
た
ち
は
入
会
山
の
う
ち
細
尾
山
と
沖
之
入
山
を
問

題
に
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
た
｡
村
中
の
者
た
ち
は
､
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
自
分
た
ち
に
は
関
係
な
い
の
で
､
こ
の
件
に
か
か
わ
る

入
用
な
ど
は
､
細
尾

･
沖
之
人
を
所
持
し
て
い
る
者
た
ち
だ
け
で
出
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
｡

そ
し
て
､
仙
仁
村
の
村
役
人
ら
は
､
同
月
(九
日
以
降
だ
と
思
わ
れ
る
)､
こ
の
細
尾

･
沖
之
人
は
､
入
会
地
で
は
な
-

｢人
別
持

山
｣
(村
人
が
個
別
に
所
持
し
て
い
る
山
)
で
､
当
時
は
名
主
平
蔵
と
頭
立
丹
蔵
が
所
持
し
て
お
り
､
そ
の
証
拠
に
､
彼
ら
は
､
享

保

･
元
文
年
間
に
当
該
の
山
を
他
村
に
質
入
れ
し
て
そ
の
後
請
け
戻
し
た
際
の
返
り
証
文
を
所
持
し
て
い
る
と
述
べ
､
こ
の
よ
う
に

(3
)

証
拠
明
白
な
村
人
の
持
山
を
村
々
の
入
会
地
だ
と
言
わ
れ
て
迷
惑
し
て
い
る
旨
を
藩
の
代
官
所
に
訴
え
て
い
る
(-
九
四
八
)0

こ
の
件
に
関
し
て
は
､
仙
仁
村
村
役
人
ら
が
､
文
化

一
〇
年

一
一
月
(六
日
か
)
に
､
中
島
村

･
栃
倉
村
な
ど
に
返
答
す
る
に
あ

た
っ
て
､
近
年
開
発
し
た
場
所
は
あ
る
が
､
そ
れ
は
前
々
か
ら
の
高
話
地
が
荒
れ
地
に
な
っ
て
い
た
の
を
再
開
発
し
た
の
で
あ
る
と

返
答
し
た
い
旨
を
代
官
所
に
届
け
出
て
い
る
｡
同
月
､
仙
仁
村
小
前
音
七
も
､
自
分
が
八
日
に
井
上
村
の
者
か
ら
聞
い
美
内
容
(前

逮
)を
､
代
官
所
か
ら
尋
ね
ら
れ
て
答
え
て
い
る
｡
ま
た
､
同
年
閏

〓

月
､
仁
礼
村
の
村
役
人
が
､
郡
奉
行
所
に
､
同
月

一
一
日
､

中
島
村
名
主
か
ら
の
廻
状
を
受
け
て
､
同
人
方
へ
入
会
村
々
が
寄
り
合
っ
た
際
､
同
人
か
ら
入
会
山
の
境
界
を
改
め
た
い
旨
の
提
案

が
あ
っ
た
こ
と
､
仁
礼
村
で
は
返
答
を
保
留
し
て
帰
り
､
代
官
所
へ
届
け
出
た
上
で
承
知
の
旨
を
返
答
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
｡

同
月
､
福
嶋
村
か
ら
も
､
同
様
の
報
告
が
郡
奉
行
所
に
な
さ
れ
て
い
る
(-
九
五
〇
-
二
)｡
こ
の
件
で
仙
仁
村
を
追
及
す
る
中
心
的
主

体
が
幕
領
の
中
島

･
栃
倉

･
九
反
田
各
村
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
松
代
藩
領
村
々
は
､
代
官
所

･
郡
奉
行
所
と
連
絡
を
取
り
つ
つ

事
態
に
対
処
し
て
い
た
の
で
あ
る
(参
考
の
た
め
､
図
1
に
松
代
藩
職
制
系
統
図
を
示
し
た
)0

こ
の
点
は
､
翌
文
化

一
一
年
に
入
っ
て
も
変
わ
り
が
な
い
｡
同
年
八
月
に
は
､
八
町
村
と
仁
礼
村
の
村
役
人
が
､
細
尾

･
沖
之
人

の
帰
属
な
ど
に
つ
い
て
､
郡
奉
行
所
の
お
尋
ね
に
答
え
て
い
る
｡
同
年
九
月
に
､
福
嶋

･
仁
礼
両
村
の
村
役
人
は
､
郡
奉
行
所
に
､

同
月
の
入
会
村
々
の
寄
合
で
､
九
反
田

･
栃
倉

･
中
島
各
村
か
ら
､
昨
年
来
の
入
会
山

一
件
に
か
か
わ
っ
て
'
近
日
中
に
仙
仁
村
を



496

藩 主

≡ :≡

家 老
勝手掛

(家老)

職奉行 町奉行 目 付

代 官 越石代官

1
手 代

l
勘定所元〆:

-

."

I

__

__llI■■一-l
ll1-1._ヽ

J 王
勘 定 役 ;111

御金奉行 普請奉行 道橋奉行

l

道橋方元〆

l御蔵奉行

道橋方手附 l
御 蔵 番

図1 松代藩職制系統図(部分)

典拠) F史料館所蔵史料目録』第 43集 『信濃国松代真田家文書目録』(その四)解題(笠谷和比

古執筆)より転載｡

除
-
各
村
が
立
ち
会

っ
て
境
を
改
め
た
い
旨
の
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
を

報
告
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､

一
〇
月
六
日
に
は
､
福
嶋
村
村
役
人
か
ら

郡
奉
行
所
に
'
昨
五
日
に
中
島
村
で
組
合
村
々
の
寄
合
が
あ
っ
た
旨
報

告
さ
れ
て
い
る
(-
九
五
〇
-
二
)0

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
､
藩
と
仙
仁
村
と
の
次
の
や
り
と

り
で
あ
る
O
文
化

1
1
年

1
0
月
､
郡
奉
行
か
ら
､
他
領
の
入
会
村
々

が
山
境
の
見
廻
り
に
来
た
際
､
三
ヶ
所
(細
尾

･
沖
之
入

･
大
根
子
)
の

山
の
帰
属
に
つ
い
て
は
何
と
答
え
る
か
と
問
わ
れ
､
仙
仁
村
側
で
は
丹

蔵

･
平
蔵
の
持
山
だ
と
言
う
つ
も
り
だ
と
言
う
と
､
郡
奉
行
は
､
そ
れ

で
は
三
ヶ
所
の
山
を
他
領
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
､
そ
こ
は
古
-
か
ら
の

村
持
山
だ
と
主
張
せ
よ
､
福
嶋

･
八
町

･
仁
礼
各
村
に
も
そ
の
旨
話
し

て
お
-
､
ま
た
福
嶋
村
沖
八

･
文
八
(こ
の
一
件
の
扱
人
)
の
指
図
を
受

け
よ
と
言
い
含
め
た
(こ
の
点
は
代
官
も
同
様
の
考
え
で
あ
っ
た
)｡
そ

の
た
め
､

1
0
月

1
六
日

･
1
七
日
の
入
会
村
々
に
よ
る
山
見
分
の
際
､

松
代
藩
領
四
ケ
村
は
､
三
ヶ
所
の
山
は
仙
仁
村
持
だ
と
主
張
し
､
｢野

火
除
印
書
｣
(後
述
)
に
記
さ
れ
た
場
所
を
村
持
だ
と
い
う
の
は
納
得
で

き
な
い
と
す
る
他
領
村
々
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
(-
九
五
七
)｡
こ
こ

か
ら
､
藩
は
､
こ
の
一
件
に
公
正
中
立
な
調
停
者
と
し
て
臨
ん
だ
の
で

は
な
-
､
あ
-
ま
で
自
藩
領
の
土
地
を
確
保
し
た
い
と
い
う
自
藩
に
固
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有
の
利
害
に
基
づ
い
て
､
自
領
村
々
に
指
示
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
.と
が
わ
か
る
｡

こ
の
ニ

ケ
村
入
会
山
と
仙
仁
村
内
山
と
の
境
を
め
ぐ
る

一
件
は
､
文
化

一
一
年

二

一月
に
内
済
と
な
り
､
細
尾
な
ど
三
ヶ
所
の

山
は
仙
仁
村
の
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
た
が
､
同
時
に
､
以
後
入
会
山
に
お
い
て
､
焚
炭

･
鍛
冶
炭
を
入
会
村
々
の
許
可
な
-
焼
い
て

は
な
ら
な
い
と
定
め
た
入
会

ニ

ケ
村
に
よ
る
規
定
書
(以
下

｢規
定
書
｣
と
い
う
)が
結
ば
れ
た
｡
こ
の
規
定
書
締
結
の
主
導
権
は
'

幕
領
村
々
の
側
に
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
｡
ま
た
､
規
定
書
締
結
に
あ
た
っ
て
は
､

一
〇
月
に
､
仁
礼
村
村
役
人
が
､
勘
定
所
元
〆
役

所
に
対
応
の
仕
方
を
伺

っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
元
〆
か
ら
聞
い
た
郡
奉
行
菅
沼
九
左
衛
門
は
､
規
定
書
に
連
印
し
て
か
ま
わ
な
い
旨
を

答
え
て
い
る
(-
九
四
九
)0

ま
た
､
こ
の
規
定
書
は
､
仙
仁
村
側
(と
り
わ
け
丹
蔵

･
平
蔵
)
が
､
享
保
八
年
(
一
七
二
三
二

一
月
に
結
ば
れ
た

｢野
火
除
印
書
｣

(以
下

｢印
書
｣
と
い
う
)を
取
り
戻
す
た
め
に
結
ば
れ
た
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
｡
こ
の
印
書
と
は
､
仙
仁
村
与
惣
右
衛
門
(く
九

五
三
で
は
与
惣
兵
衛
)
･
吉
右
衛
門
(丹
蔵
の
祖
先
)
･
八
町
村
寛
之
丞

･
寛
之
助
が
入
会
村
々
の
名
主
衆
中
に
あ
て
て
出
し
た
も
の

で
､
そ
こ
に
は
､
八
町
村
に
あ
る
松
代
藩
御
林
の
裏
手
の
ニ

ケ
村
入
会
山
よ
り
野
火
が
出
て
御
林

へ
類
焼
し
､
仙
仁

･
八
町
両
村

が
難
儀
し
て
い
る
の
で
､
野
火
防
ぎ
の
た
め
御
林
に
隣
接
す
る
入
会
山
に
木
を
植
え
置
き
た
い
旨
､
両
村
か
ら
入
会
村
々
に
申
し
入

れ
て
了
承
さ
れ
た
こ
と
､
後
年
猪
鹿
な
ど
が
住
み
つ
い
た
際
に
は
､
植
え
た
木
を
伐
採
さ
れ
て
も
文
句
を
言
わ
な
い
こ
と
､
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
た
｡
幕
領
村
々
で
は
､
印
書
に
基
づ
い
て
木
を
植
え
た
入
会
山
が
細
尾
な
ど
三
ヶ
所
で
あ
る
と
し
て
､
印
書
を
自
ら
の

主
張
の
根
拠
に
し
て
お
り
､
仙
仁
村
側
で
は
､
自
村
に
不
利
な
証
拠
で
あ
る
印
書
を
入
会
村
々
か
ら
取
り
戻
す
代
わ
り
に
､
以
後
は

自
村
の
者
が
入
会
山
で
炭
焼
き
を
し
な
い
と
い
う
条
件
を
の
ん
だ
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
文
化

一
一
年
の
規
定
書
は
､
印
書
を
取
り
返
し
て
山

一
件
を
内
済
に
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
結
ば
れ
た
わ
け
だ
が
､

小
前
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
炭
焼
き
稼
ぎ
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
､
小
前
た
ち
は
規
定
書
に
は
反

対
で
あ
り
､
彼
ら
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
が
､
村
人
の
生
業
を
犠
牲
に
し
て
自
己
の
持
山
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
と
し
て
､
両
人
へ
の
反
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発
を
強
め
た
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
丹
蔵

･
平
蔵
は
､
規
定
書
は
当
時
の
名
主
常
右
衛
門
(文
化

1
1
年
中
に
平
蔵
か
ら
交
代
)
が

1

存
で
調
印
し
た
も
の
で
自
分
た
ち
に
責
任
は
な
い
と
弁
明
し
､
常
右
衛
門
ら
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
や
小
前
惣
代
と
も
相
談
の
上
で
調
印

し
た
と
言
っ
て
い
る
｡.
ま
た
､
印
書
が
対
象
と
し
て
い
る
山
に
つ
い
て
､
丹
蔵
ら
は
､
そ
れ
は
細
尾
に
続
-

｢ぜ
ん
入
｣
で
あ
り
'

印
書
と
三
ヶ
所
の
山
と
は
無
関
係
だ
と
言
い
､
村
役
人

･
小
前
惣
代
ら
は
､
細
尾
な
ど
三
ヶ
所
の
こ
と
だ
と
し
て
お
り
､
丹
蔵

･
平

蔵
と
村
役
人
ら
と
の
間
に
は
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
｡

と
も
あ
れ
､
文
化

1
1
年

〓

1月
の
内
済
で
､
三
ヶ
所
の
山
が
仙
仁
村
の
内
山
で
あ
る
こ
と
は
確
定
し
､
入
会
村
々
と
の
紛
争
に

は
決
着
が
つ
い
た
が
､
三
ヶ
所
の
山
が
村
持
山
な
の
か
丹
蔵

･
平
蔵
の
持
山
な
の
か
と
い
う
問
題
は
残
り
､
炭
焼
き
を
禁
止
さ
れ
た

小
前
た
ち
の
不
満
も
-
す
ぶ
っ
て
い
た
｡
そ
う
し
た
中
､
同

二

一年
二
月
に
は
､
村
役
人
と
小
前

一
九
人
が
､
丹
蔵
ら
に
村
役
人
勤

役
中
私
欲
の
取
り
は
か
ら
い
あ
り
と
し
て
代
官
所
へ
訴
え
出
て
､

一
件
は
村
間
出
入
か
ら
村
方
騒
動
に
移
行
し
て
い
っ
た
｡

村
役
人
ら
の
主
張
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
の
親
た
ち
が
村
役
人
だ
っ
た
時
､
川
欠
起
返
地
の
高
を
操
作
し
て
､
年
貢
諸
役
の
不
正
勘
定

を
行
い
､
丹
蔵
ら
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
､
そ
れ
に
対
す
る
丹
蔵
ら
の
反
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
(-

九
五
六
､
-
九
六
〇
)｡
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)､
藩
に
よ
る
持
高
故
が
行
わ
れ
た
が
､
そ
の
際
､
本
田
川
欠
起
返
地
の
う
ち
､
宅
蔵
(平

蔵
の
親
､
当
時
名
主
か
)
･
徳
弥

･
平
左
衛
門
(丹
蔵
の
親
､
当
時
名
主
か
)
の
持
高
の
一
部
計

一
石
余
を
常
右
衛
門

･
栄
八
に

｢貸

高
｣
と
し
た
｡
当
時
､
常
右
衛
門
ら
が
無
高
の
土
地
を
所
持
し
て
お
り
､
本
来
な
ら
高
話
す
べ
き
と
こ
ろ
､
そ
れ
で
は
九
四
石
二
斗

の
村
高
(本
EE
l局
)
が
増
え
て
し
ま
い
不
都
合
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
'
掛
り
の
藩
役
人
に
も
伺
い
､
当
人
と
村
役
人
が
相
談
し
て

貸
高
を
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
宅
蔵
ら
の
起
返
地
は

｢格
別
地
面

石
高
多
分
有
之
候
場
所
｣
だ
っ
た
の
で
､
高
の
一
部
を

常
右
衛
門
ら
の
土
地
の
高
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
問
題
は
無
高
の
土
地
を
隠
し
持
っ
て
い
た
常
右
衛
門
ら

に
あ
る
の
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ
に
問
題
は
な
い
､
と
｡

こ
の
一
件
は
､
代
官
所

･
勘
定
所
元
〆
役
所

･
郡
奉
行
所
で
吟
味
さ
れ
た
が
､
そ
の
経
過
は
丹
蔵

･
平
蔵
に
と
っ
て
は
不
本
意



大名家文書の中のLr村方文書｣章五第994

だ
っ
た
よ
う
で
､
文
化

二
二
年
閏
八
月
に
､
二
人
は
目
付
役
所
に
欠
訴
(駆
込
訴
)
を
決
行
し
て
い
る
が
､
そ
こ
で
の
主
張
は
次
の
通

り
で
あ
る
(-
九
五
一
)｡
①
仙
仁
村
御
高
辻
の
う
ち
､
細
尾

･
沖
之
入

･
大
根
子
の
三
ヶ
所
の
山
は
､
以
前
か
ら
わ
れ
わ
れ
二
人
が

所
持
し
､
年
貢
も
上
納
し
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
文
化

一
〇
年
に
＼
栃
倉

･
九
反
田

･
中
島

･
井
上
四
ケ
村
が
､
細
尾

･
沖
之
人
は

._l

ニ

ケ
村
組
合
入
会
山
の
一
部
で
あ
り
､
先
年
松
代
藩
御
林
の
野
火
除
の
た
め
に
林
と
し
て
お
い
た
の
だ
と
主
張
し
だ
し
た
｡
二
人

は
最
初
取
り
合
わ
な
か
っ
た
が
､
四
ケ
村
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
の
で
､
代
官
所
と
元
〆
役
所
に
訴
え
出
た
｡
そ
こ
へ
､
福
嶋
村
の

沖
八

･
文
八
が
郡
奉
行
所
の
内
意
を
受
け
て
間
に
入
り
(-
九
五
五
)､
金
を
出
し
て
彼
ら
が
主
張
の
根
拠
と
し
て
い
る
印
書
を
取
り

返
す
の
が
よ
い
と
勧
め
た
が
､
印
書
の
こ
と
な
ど
聞
い
た
こ
と
も
な
い
の
で
断
っ
た
｡
し
か
し
､
沖
八
ら
が
強
-
主
張
す
る
の
で
､

代
官
所
(代
官
上
原
友
左
衛
門
)
と
郡
奉
行
所
(郡
奉
行
菅
沼
九
左
衛
門
)
に
訴
え
た
と
こ
ろ
､
双
方
か
ら
沖
八
ら
の
言
う
通
り
に
せ
よ

と
言
わ
れ
た
(-
九
五
六
で
は
､
上
原
に
言
わ
れ
た
と
し
て
い
る
)
の
で
､
仕
方
な
-
文
化

一
一
年

二

一月
に
金
二
二
両
を
差
し
出
し

て
内
済
に
し
た
｡
し
か
し
､
沖
八
ら
は
印
書
を
わ
れ
わ
れ
に
渡
す
ど
こ
ろ
か
､
郡
奉
行
に
差
し
出
し
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
見
せ
も

せ
ず
､
済
口
証
文
も
見
せ
な
い
｡
こ
う
し
た
沖
八
ら
の
行
動
は
納
得
で
き
な
い
｡
②
わ
れ
わ
れ
二
人
は
､
年
来
名
主
を
務
め
て
き
た

者
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
文
化

〓

1年
二
月
に
は
､
村
役
人
ら
が
わ
れ
わ
れ
を
代
官
所

へ
訴
え
出
た
の
で
､
懸
り
勘
定
役
中
村
仲
右

衛
門

･
町
田
源
左
衛
門
が
名
寄
帳
を
提
出
さ
せ
た
り
し
て
調
べ
た
｡
こ
の
件
は
今
も
っ
て
決
着
し
て
い
な
い
が
､
村
役
人
ら
の
訴
え

は
不
当
で
あ
る
｡
③
仙
仁
村
長
百
姓
幸
右
衛
門
が
､
文
化

二

一年

一
月
に
､
三
ヶ
所
の
山
留
を
代
官
所
に
願
っ
て
認
め
ら
れ
た
｡
そ

の
後
､
今
に
至
る
も
山
留
が
解
除
さ
れ
ず
困
っ
て
い
る
｡
三
ヶ
所
の
山
を
早
-
わ
れ
わ
れ
に
下
げ
渡
し
て
ほ
し
い
｡

こ
の
駆
込
訴
以
降
､
徒
目
付
伊
藤
小

一
右
衛
門
と
勘
定
役
(は
じ
め
町
田
源
左
衛
門
､
の
ち
小
林
三
左
衛
門
)
が

一
件
の
吟
味
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
る
が
､
こ
う
し
た
争
論
の
過
程
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
､
仙
仁
村
の
村
役
人

･
小
前
た
ち
が
､
三
ヶ
所
の
山

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
で
あ
る
｡
前
述
し
た
よ
う
.に
､
文
化

二

年

一
〇
月
の
段
階
で
は
､
村
人
た
ち
は
､

山
は
丹
蔵
ら
の
持
山
だ
と
考
え
て
い
た
｡
そ
し
て
､
同
年

二

一月
に
規
定
書
を
結
ん
だ
際
､
小
前
た
ち
は
､
規
定
書
と
印
書
を
引
き



500近世史科学の新しい領域第≡部

替
え
に
し
た
の
だ
か
ら
､
以
後
は
三
ヶ
所
の
山
で
炭
焼
き
を
し
た
い
と
言

っ
た
が
､
丹
蔵
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
退
出
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
(-
九
五
七
)｡
山
が
明
確
に
村
持
な
の
で
あ
れ
ば
､
そ
の
利
用
に
つ
い
て
丹
蔵
の
許
可
を
得
る
必
要
は
な
-
､
こ
こ
か
ら
､

当
時
村
人
た
ち
は
､
三
ヶ
所
の
山
は
丹
蔵
ら
の
も
の
だ
と
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
文
化

1
四
年

1
1
月
の
時
点
で
も
､

村
役
人

･
小
前
惣
代
ら
の
主
張
は
､
三
ヶ
所
の
山
が
丹
蔵
ら
の
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
､
そ
の
帰
属
に
つ

い
て
は
明
確
な
見
解
を
示
し
て
い
な
い
(-
九
五
七
)0

そ
れ
が
､
文
化

1
五
年
三
月
に
な
る
と
､
村
役
人

･
小
前
惣
代
ら
は
､
三
ヶ
所
の
山
は
村
持
山
で
あ
り
､
丹
蔵
ら
は
三
ヶ
所
の
山

に
高
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
が
､
｢無
謂
増
高
引
替
高
｣
(前
述
の
貸
高
の
こ
と
)
な
ど
す
る
者
の
言
う
こ
と
は
信
用
で
き
な
い
と
主

張
す
る
に
至
っ
て
い
る
(-
九
六
二
｡
し
か
し
､
村
持
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
な
証
拠
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ

う
に
見
解
が
変
化
し
た
背
後
に
､
文
化

一
一
年

一
〇
月
以
降
の
藩
の
指
導
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡

二

藩

の

裁

許

文
化

1
五
年
三
月
に
至
っ
て
､
徒
日
付
伊
藤
小

一
右
衛
門

･
勘
定
小
林
三
左
衛
門
を
担
当
者
と
す
る
藩
の
吟
味
は
最
終
段
階
を
迎

え
た
｡
同
月
､
丹
蔵

･
平
蔵
は
､
｢貸
高
｣
な
ど
に
つ
い
て
は
､
自
分
た
ち
の

｢算
筆
不
行
届
不
時
之
取
計
｣
を
認
め
て
､
伊
藤

･

小
林
に

｢御
取
成
｣
を
願
っ
て
い
る
(-
九
六
三
)0

同
月
､
伊
藤

･
小
林
は
､
両
人
あ
て
の
丹
蔵

･
平
蔵
連
印
答
書
に
添
え
る
形
で
､
次
の
よ
う
な
両
人
連
名
の
伺
書
を
差
し
出
し
て

い
る
(-
九
五
八
-
こ
｡

〈史
料
-
)
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本
文
之
趣
〔丹
蔵
･
平
蔵
連
印
答
書
に
お
け
る
両
人
の
主
張
〕中
ロ
而
己
与
奉
存
候

此
段
福
嶋
二
而
村
々
寄
合
之
上
入
会
山
焚
炭
稼
之
規
定
書
相
極
候
之
始
末
得
与
承
度
奉
存
候
得
共
､
平
蔵
儀
者
其
節
親
類
病

人
有
之
早
々
罷
帰
候
之
旨
中
之

.■l

丹
蔵
儀
老
親
定
吉
相
認
常
右
衛
門
江
相
渡
置
､
常
右
衛
門

1
己
之
存
寄
二
両
印
形
仕
候
与
最
初

占
中
之

私
共
儀
村
方
江
罷
越
双
方
之
中
ロ
得
与
承
度
丹
蔵
度
々
召
呼
候
得
共
病
気
之
旨
申
立
不
罷
出
､

且
其
以
前
二
茂
御
代
官
二
両
事

極
候
様
子
二
相
成
候
得
者
丹
蔵
不
罷
出
病
気
申
立
､
枠
差
出
弁
別
不
仕
罷
在
候
由
二
御
座
候
而
是
迄
延
引
罷
成
申
候

私
共
村
方
引
取
之
後
本
文
差
出

一
両
日
之
■内
二
快
気
仕
候
病
症
､
村
方
二
而
ハ
伺
而
己
二
罷
出
全
自
己
之
存
寄
相
認
差
出
申
候

右
体
之
存
寄
之
者
共
御
吟
味
御
座
候
得
者
､
上
原
友
左
衛
門
申
合
方
不
宜
様
申
募
仕
容
易
二
治
定
難
仕
儀
哉
奉
存
候
､
右
二

付
書
面
請
取
之
節
左
之
趣
為
申
開
候

仮
令
友
左
衛
門
何
様
申
開
候
共
両
人
心
中
相
極
り
候
程
之
的
証
有
之
者
他
之
防
可
仕
候
得
共
､
段
々
申
立
之
通
先
祖
iQ仕

来
得
与
不
存
旨
中
之
不
行
届
趣
二
陥
り
､
今
又
野
火
除
印
書
見
度
旨
申
候
得
共
､
此
書
面
有
之
候
故
御
他
領
相
手
取
規
定

書
取
極
之
趣
御
領
内
四
ケ
村

一
統
こ
も
差
障
可
申
､
又
先
祖

占
差
出
候
証
書

ハ
先
年
村
役
相
勤
候
故
哉
二
奉
存
候
､
右
故

ハ
八
町
村
も
連
印
芳
両
人
持
之
山
'妄
場
広
二
候
得
者
､
全
村
方
を
掠
メ
押
領
仕
質
入
等
仕
､
碇
与
証
拠
無
之
処
争
論
仕
実

事
不
申
立
候
段
得
与
為
申
開
候
二
付
､
申
訳
不
相
立
此
上

御
情
之
程
奉
願
与
認
差
出
申
候

右
之
趣
御
座
候
得
共

御
仁
恵
之

御
情
被
成
下
'
古
代
占
之
御
百
姓
二
御
座
候
得
者
御
赦
之
儀
何
分
茂
奉
伺
候

伊
藤
小

一
右
衛
門

三
月

小
林
三
左
衛
門

史
料
1
で
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
規
定
書
の
件
で
わ
れ
わ
れ
が
仙
仁
村
に
行

っ
て
双
方
の
主
張
を
聞
こ
う
と
し
て

も
､
丹
蔵
は
病
気
と
称
し
て
出
て
こ
な
い
｡
前
に
､
代
官
に
対
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
｡
ま
た
三
ヶ
所
の
山
は
両
人
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で
所
持
す
る
に
は
広
す
ぎ
る
の
で
､
村
持
の
山
を
横
領
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
O
し
か
し
､
丹
蔵
ら
は

｢古
代
AQ
之
御
百

姓
｣
な
の
で
､
｢御
仁
恵
之

御
情
被
成
下
｣
｢御
赦
之
儀
何
分
茂
奉
伺
候
｣､
と
｡
す
な
わ
ち
､
丹
蔵
ら
に
非
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
､
寛
大
な
処
置
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
史
料
Ⅰ
に
よ
れ
ば
'
丹
蔵
ら
は
'
代
官
上
原
友
左
衛
円
の
言
い
含
め
方
が
悪
い
と
言
い
募
っ
て
い
た
と
い
う
｡
こ
の
点
に

つ
い
て
､
文
化

1
五
年
三
月
の
丹
蔵

･
平
蔵
連
印
答
書
に
は
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
(-
九
五
九
)0

(史
料
2

)

〔前
略
〕

此
段
三
ヶ
所
山
之
義
御
高
辻
二
御
座
候
二
付
､
私
共
両
人
何
様
難
渋
二
罷
成
候
共
可
申
募
所
存
二
罷
在
候
処
､
福
嶋
村
両
人
唆
二

立
入
呉
候
二
付
､
前
文
之
通
り
中
断
候
処
､
再
応
右
両
人
押
而
取
扱
仕
候
様
申
開
候
二
付
､
其
段

御
代
官
上
原
友
左
衛
門
横
江

御
窺
奉
中
上
候
所
､

御
代
官
様
御
意
被
成
下
置
候

ハ
､
其
方
共
難
渋
御
百
姓
二
両
数
ケ
村
相
手
取
雑
用
移
敷
相
掛
り
此
処
難

凌
可
有
之
間
此
段
勘
弁
仕
候
様
厳
敷
被

仰
含
候
二
付
､
私
共
勘
弁
仕
候
処
､
出
金
杯
二
両
相
済
候
両
者
重
き
御
高
辻
軽
々
敷
相

成
､
其
上
後
年
二
至
り
再
発
之
義
難
斗
奉
存
候
故
､
仮
令
私
共
両
人
如
何
様
難
渋
二
罷
成
候
共
申
募
度
段
再
応
奉
中
上
候
処
､

(ママ)

御
御
聞
済
者
勿
論
此
方
申
含
候
義
を
違
背
仕
候
不
時
之
段
蒙

御
吋
を
候
二
付
､
無
拠
右
村
両
人
申
候
通
り
金
子
井
二
井
上
村

方
先
年
差
出
置
候
山
出
入

1
件
夫
銀
差
滞
僚
証
文
差
添
私
共
占
差
出
候

〔後
略
〕

史
料
2
か
ら
も
､
丹
蔵
ら
が
代
官
上
原
の
指
示
に
対
し
て
､
大
い
に
不
満
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
し
､
吟
味
に
あ

た
っ
た
伊
藤

･
小
林
は
､
た
と
え
上
原
が
ど
う
言
お
う
と
､
丹
蔵
ら
に
確
実
な
証
拠
が
あ
る
な
ら
ば
､
あ
-
ま
で
自
己
の
正
当
性
を

主
張
す
べ
き
だ
っ
た
と
す
る
の
み
で
､
上
原
の
指
示
の
妥
当
性
や
､
彼
の
責
任
の
有
無
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
百

姓
が
､
藩
役
人
の
政
治
指
導
の
誤
り
を
指
摘
し
て
も
､
そ
れ
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
､
藩
側
の
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誤
り
は
な
る
べ
-
認
め
ま
い
と
す
る
､
藩
の
吟
味
の
政
治
的

･
身
分
的
性
格
が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡

さ
て
､
以
上
の
経
過
を
経
て
､
文
化

一
五
年
三
月
に
､
勘
定
役
小
林
三
左
衛
門

･
立
合
徒
目
付
伊
藤
小

一
右
衛
門
が
連
名
で
､
次

の
よ
う
な
伺
書
を
提
出
し
た
(-
九
八
七
)0

(史
料
3
)

丹

蔵

平

蔵

右
高
遠
仕
置
候
分
両
人
引
請
候
段
承
服
仕
候
､
前
条
ヶ
条
年
々
御
収
納
夫
銀
迄
利
銀
付
請
取
度
旨
村
方

一
同
申
立
候
得
共
､

右
様
巨
細
之
儀
二
者
不
相
成
､
御
定
法
二
両
可
被

仰
付
段
為
申
開
候
付
､
訴
答
共
奉
承
服
候

此
段
両
人
之
者
頭
立
之
身
分
村
方
取
締
之
筋
可
心
懸
処
､
無
其
儀
不
屈
至
極
付
､
過
料
金
三
拾
両
其
上
御
答
可
被
仰
付
哉

但
村
方
江
弐
拾
五
両
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候

一
大
ね
っ
か
ふ
大
木
の
入
細
尾
山
御
他
領
之
者
為
山
改
罷
越
候
節
､
御
領
分
四
ケ
村

一
同
仙
仁
村
持
山
与
申
募
候
儀

ハ
､
両
人

申
訳
相
立
不
申
儀
与
奉
存
候

此
段
右
両
人
御
収
納
仕
置
候
段
申
立
置
野
火
除
印
書
二
当
惑
仕
､
既
二
御
分
地
入
会
山
与
可
仕
段
､
御
地
所
等
閑
所
持
仕

不
屈
至
極
付
､
右
山
御
引
上
可
被

仰
付
候
様
奉
存
候

一
追
而
願
之
上
大
木
の
入
山
壱
ヶ
所
可
被
下
置
之
候
､
尤
山
御
年
貢
等

ハ
追
而
御
極
可
被
成
下
候

右
両
人
頭
立
之
身
分
村
方
小
前
掠
候
次
第
不
屈
与
奉
存
候
｡
殊
四
ケ
村
者
共
仙
仁
村
之
為
二
山
争
仕
候
得
者
､
往
々
治
方
前

条
之
趣
無
御
座
候
ハ
､
乍
恐
無
心
許
奉
存
候
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訴
訟
方

小
兵
衛

右
高
遠
仕
候
ヶ
条
年
々
御
収
納
夫
銀
迄
利
銀
附
可
差
出
段
申
立
候
得
共
､
右
者
丹
蔵
平
蔵
両
人
分
巨
細
可
請
取
巧
与
奉
存
像

此
段
右
両
人
同
様
細
々
愈

議
難
仕
奉
存
候
付
､
過
料
金
三
両
御
答

ハ
一
統
占
軽
可
被

仰
付
候
様
奉
存
候

村
方

一
統

言
疋
迄
御
小
役
之
香
り
御
役
炭
弐
百
四
拾
表
宛
上
納
仕
来
候
処
､
今
般
入
会
山
二
両
焚
炭
焼
不
申
候
付
､
右
御
役
炭
代
銀
同
様

程
之
御
小
役
与
御
立
替
被
成
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候

一
大
ね
っ
か
ふ
村
持
銘
々
之
分
相
除
峯
之
方
井
細
尾
山
両
所
村
方
願
二
寄
御
年
貢
御
極
村
持
二
可
被

仰
付
候
様
奉
存
候

〓
局
違
之
分

ハ
一
鉢
村
方
二
両
不
残
可
請
取
謂
無
御
座
候
｡
丹
蔵
平
蔵
持
分
御
引
起
高
不
仕
村
持
之
分
厳
重
二
申
立
候
者
､

外
々
茂
起
高
可
相
増
候
得
共
無
其
儀
等
閑
二
罷
成
候
､
唯
今
村
方
御
幸
入
茂
被
成
下
置
候
儀
者

御
仁
恵
之
御
時
節
二
御
座

候
得
者
､
何
分

御
情
之
程
奉
伺
候

一
入
会
山
焚
炭
稼
之
規
定
為
取
替
仕
候
儀
両
人
段
々
申
立
候
得
共
､
先
年
福
嶋
村
二
両
寄
合
之
節
､
平
蔵
儀
者
親
類
病
人
御
座

候
趣
二
両
早
速
罷
帰
､
丹
蔵
相
残
是
亦
規
定
書
相
認
印
形
之
儀
者
名
主
印
二
御
座
候
之
処
名
主

一
己
之
存
寄
与
申
立
候
段

ハ
中

ロ
而
己
難
相
立
奉
存
候
､
猶
亦
右
福
嶋
村
之
様
子
得
与
承
度
私
共
両
人
二
両
仙
仁
村
二
而
丹
蔵
呼
二
道
候
得
者
､
病
気
之
由
申
立

不
罷
出
候
付
再
三
召
呼
候
処
漸
罷
出
伺
而
己
罷
出
候
旨
中
断
罷
帰
候
､
依
之
猶
又
平
蔵
江
押
而
召
連
罷
出
候
様
申
渡
候
処
未
全

快
仕
之
段
中
間
､
私
共
仙
仁
村
引
取
後
両
人
罷
出
相
手
無
御
座
節
者
種
々
申
開
候
程
二
御
座
候
得
者
､
外
御
役
方
江
罷
出
候

節
者
自
己
之
都
合
宜
様
可
申
立
候
得
共
､
全
取
用
不
相
成
候
御
儀
与
奉
存
候

t

但
右
両
人
古
代

占
之
頭
立
御
百
姓
二
御
座
候
得
者
､
御
答
之
儀

御
情
被
成
下
置
候
様
奉
存
候



大名家文書の中の ｢村方文書｣第五章505

一
訴
訟
方
之
者
共
持
高
年
来
打
捨
置
候
儀
不
行
届
儀
与
奉
存
候

右
之
趣
場
所
見
分
仕
口
上
申
立
乍
恐
得
与
勘
弁
仕
此
段
奉
伺
候
､
以
上

三
月

立
合

小
林
三
左
衛
門

伊
藤
小

一
右
衛
門

史
料
3
は
､
訴
答
双
方

へ
の
判
決
原
案
で
あ
る
が
､
そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
丹
蔵

･
平
蔵
に
対
し
て
は
､
①
村

高
の
う
ち
高
違
い
の
分
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
が
引
き
受
け
る
こ
と
を
承
知
し
た
｡
村
方

一
同
は
､
さ
ら
に
､
こ
れ
ま
で
余
分
に
払
っ
て

い
た
夫
銀
に
利
息
を
つ
け
て
受
け
取
り
た
い
と
主
張
し
た
が
､
そ
れ
は
で
き
な
い
と
言
い
聞
か
せ
､
訴
答
と
も
承
服
し
た
｡
丹
蔵

･

平
蔵
は
不
届
き
至
極
に
つ
き
過
料
金
三
〇
両
､
そ
の
上
､
｢御
答
可
被
仰
付
哉
｣｡
た
だ
し
､
三
〇
両
の
う
ち
二
五
両
は
村
方
に
下
付

す
る
よ
う
に
し
た
い
｡
②
三
ヶ
所
の
山
に
関
し
て
､
入
会
村
々
に
よ
る
山
改
の
際
､
松
代
藩
領
四
ケ
村
が
仙
仁
村
の
村
持
山
だ
と
主

張
し
た
件
は
､
｢両
人
申
訳
相
立
不
申
｣｡
丹
蔵
ら
は
年
貢
上
納
を
主
張
す
る
も
､
印
書
の
存
在
に
当
惑
し
､
藩
領
が
危
う
-
入
会
山

に
な
ろ
う
か
と
し
た
こ
と
は
､
｢御
地
所
等
閑
所
持
仕
不
屈
至
極
｣
に
つ
き
､
山
の
御
引
き
上
げ
が
妥
当
で
あ
る
｡
③
そ
の
上
で
､

沖
之
入
(大
木
の
入
)山

一
ヶ
所
は
丹
蔵
ら
に
下
し
置
き
､
山
年
貢
額
も
追
っ
て
決
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
｡
④
両
人
は
､
頭
立
の
身

分
で
小
前
を
掠
め
た
こ
と
不
届
き
で
あ
る
｡
こ
と
に
､
松
代
藩
領
村
々
の
者
た
ち
は
仙
仁
村
の
た
め
に
山
争
い
を
し
た
の
だ
か
ら
､

こ
の
よ
う
に
裁
許
し
な
け
れ
ば
､
今
後
の
治
ま
り
方
が
心
許
な
-
思
わ
れ
る
｡

訴
訟
方
の
1
人
で
､
高
違
い
1
件
当
時
名
主
下
役
を
務
め
て
い
た
小
兵
衛
に
対
し
て
は
､
細
か
-
詮
議
で
き
な
い
の
で
､
過
料
金

三
両
と
し
､
御
答
め
は
丹
蔵
ら
両
人
よ
り
軽
-
す
る
の
が
よ
い
｡

村
方

一
統
に
つ
い
て
は
､
①
入
会
山
で
の
炭
焼
き
稼
ぎ
停
止
に
伴
い
､
従
来
賦
課
し
て
い
た
役
炭
を
免
除
し
､
代
わ
り
に
そ
れ
相

当
の
小
役
を
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
｡
②
大
根
子
(大
ね
っ
か
ふ
)
･
細
尾
山
は
､
村
方
の
願
い
に
よ
り
､
村
持
と
す
べ
し
｡
③
高
違
い
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の
件
は
､
厳
密
に
詮
議
し
な
い
｡

規
定
書
に
つ
い
て
は
､
福
嶋
村
で
の
寄
合
の
節
､
平
蔵
は
親
類
に
病
人
が
い
た
た
め
す
ぐ
に
帰
り
､
丹
蔵
は
名
主
が

一
存
で
規
定

書
を
結
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
が
､
｢中
ロ
而
己
難
相
立
奉
存
候
｣
｡
私
ど
も
両
人
が
仙
仁
村
に
行

っ
て
丹
蔵
を
召
喚
し
て
も
､
病
気
と

称
し
て
な
か
な
か
出
頭
し
な
い
｡
彼
ら
の
主
張
は

｢全
取
用
不
相
成
候
御
儀
与
奉
存
候
｣
｡
た
だ
し
､
両
人
は

｢古
代
占
之
頭
立
御

百
姓
｣
な
の
で
､
処
罰
に
は

｢御
情
被
成
下
置
候
様
奉
存
候
｣
｡

以
上
の
内
容
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
同
月
に
提
出
さ
れ
た
前
掲
史
料
I
と
共
通
し
て
い
る
が
､
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
次

の
二
点
で
あ
る
｡
第

1
に
､
丹
蔵
ら
へ
の
判
決
原
案
(前
述
の
②
の
部
分
)
は
､
両
人
の
山
所
持
は
認
め
た
上
で
､
そ
の
管
理
不
行
き

届
き
を
答
め
て
山
の
取
り
上
げ
を
決
め
た
よ
う
に
読
め
る
｡
こ
こ
か
ら
､
小
林
ら
は
､
た
と
え
所
持
の
根
拠
は
薄
弱
だ
と
し
て
も
､

三
ヶ
所
の
山
は
丹
蔵
ら
の
も
の
だ

っ
た
可
能
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
第
二
に
､
だ
と
し
た
ら
､
な
ぜ
小
林
ら
は
､
丹

蔵
ら
を
処
罰
し
山
を
引
き
上
げ
る
の
が
妥
当
だ
と
判
断
し
た
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
.､
す
で
に
､
藩
領
域
の
減
少
を
防
ぐ
た
め
と
､

代
官
の
指
示
の
妥
当
性
を
守
る
た
め
と
い
う
二
つ
の
理
由
を
述
べ
て
き
た
が
､
丹
蔵
ら
へ
の
判
決
原
案
(前
述
の
③
の
部
分
)
か
ら
い

ま

一
つ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
よ
う
に
判
決
し
な
け
れ
ば
､
仙
仁
村
の
た
め
に
山
争
い
を
し
た
他
の
松
代
藩

領
村
々
に
対
し
て
示
し
が
つ
.か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
､
こ
の
判
決
が
､
純
粋
に
理
非
曲
直
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
よ
り
も
､
領
内
村
々
の
不
満
を
和
ら
げ
､
領
域
を
平
和
に
治
め
る
こ
と
に
も
配
慮
し
た
政
治
的
判
決
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
の
で

あ
る
｡

こ
の
判
決
原
案
を
受
け
て
､
同
年
四
月
に
､
郡
奉
行
菅
沼
九
左
衛
門
が
次
の
よ
う
な
伺
書
を
提
出
し
て
い
る
(-
九
八
六
)0

(史
料
4
)

〔端
裏
書
〕

｢

菅
沼
九
左
衛
門

｣
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口
上
覚

仙
仁
村

頭
立

丹

蔵

同

平

蔵

右
両
人
持
山
等
閑
之
取
斗
致
置
､
其
上
先
年
親
代
占
村
役
相
勤
候
節
､
小
前
持
高
之
内
年
来
不
正
之
取
斗
茂
有
之
､
小
前
之
者

共
不
致
承
服
礼
之
儀
願
出
候
付

一
通
吟
味
仕
候
処
､
御
料
所
御
他
領
入
会
山
等
之
場
所
二
而
不
容
易
儀
茂
相
聞
候
付
其
段
御

内
々
中
上
候
処
､
伊
藤
小

一
右
衛
門
村
方
江
罷
越
段
々
内
穿
聾
等
仕
候
上
､
場
所
為
見
分
御
勘
定
役
申
渡
差
遣
候
節
為
立
合
､

猶
亦
小

一
右
衛
門
罷
超
持
山
等

一
同
見
分
之
上
夫
々
取
調
候
処
､
両
人
共
申
訳
不
相
立
不
時
至
極
付
持
山
之
分
引
上
吟
味
中
手

鎖
懸
組
預
申
付
置
､
猶
亦
伺
之
上
追
而
過
料
金
三
拾
両
可
申
付
奉
存
候

同
村

訴
訟
人
之
内

小
前

小
兵
衛

右

1
件
訴
訟
人
二
而
丹
蔵
平
蔵
村
役
相
勤
候
節
両
人
与
同
様
持
高
之
内
不
正
之
致
取
斗
置
不
時
之
至
付
､
吟
味
中
村
預
申
付
置
､

猶
又
伺
之
上
追
而
過
料
金
三
両
可
申
付
奉
存
候

右
之
趣
同
役
江
申
談
書
類
差
添
此
段
奉
伺
候
､
以
上

四
月

菅
沼
九
左
衛
門
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｢ ′~~ヽ
附

匙

仙
仁

村

頭立同同
村

小
前

小
兵
衛

右
之
者
共
答
之
義
､
書
面
可
為
伺
之
通
候

四
月

御
郡
奉
行
中

｣

史
料
4
か
ら
､
菅
沼
が
､
丹
蔵

･
平
蔵
に
過
料
金
三
〇
両
､
小
兵
衛
に
同
三
両
を
申
し
付
け
た
い
と
し
て
､
同
役
と
も
相
談
の
上
､

関
連
の
書
類
を
添
え
て
勝
手
掛
(家
老
)
に
伺

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
同
日
付
勝
手
掛
か
ら
郡
奉
行
中
あ
て
の

附
札
で
､
伺
の
内
容
が
許
可
さ
れ
て
い
る
｡

一

こ
の
よ
う
に
､
実
際
の
吟
味
と
判
決
原
案
の
作
成
は
担
当
役
人
の
小
林

･
伊
藤
が
行
い
､
そ
れ
ら
は
郡
奉
行
に
上
申
さ
れ
､
郡
奉

行
は
そ
れ
ら
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
伺
書
を
勝
手
掛
に
上
げ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
勝
手
掛
が
そ
れ
を
承
認
し
て
､
判
決
内
容
が
確
定
す
る

の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
判
決
は
､
下
級
実
務
役
人
が
原
案
を
作
成
し
て
上
級
役
職
者
に
提
出
し
､
上
級
者
は
そ
れ
を
基
本
的
に

は
了
承
し
て
さ
ら
に
上
級
者
に
上
申
す
る
と
い
う
階
梯
を
順
次
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
判
決
内
容
が
決
定
さ
れ
て
い
-
｡
そ
し
て
､

決
定
さ
れ
た
判
決
は
､
今
度
は
同
じ
ル
ー
ト
を
逆
に
た
ど
っ
て
実
務
役
人
に
伝
え
ら
れ
､
か
つ
当
事
者
に
言
い
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

文
政
元
年
(文
化

1
五
年
､
四
月
に
改
元
)
(
1
八
一
八
)五
月
二
日
､
平
蔵

･
丹
蔵
は
勘
定
所
に
お
い
て
手
鎖

･
組
預
け
を
命
ぜ
ら
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れ
､.
小
兵
衛
は
村
預
け
と
さ
れ
た
｡
同
月
､
三
人
の
親
類
惣
代
ら
が
､
三
人
の
檀
那
寺
の
法
類
で
あ
る
大
英
寺

･
大
林
寺
に
す
が
っ

て
赦
免
の
取
り
な
し
を
願
い
､
そ
れ
を
受
け
て
両
寺
か
ら
菅
沼
ら
三
名
の
郡
奉
行
に
あ
て
て
赦
免
の
嘆
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ

(4
)

の
過
程
を
文
書
の
流
れ
か
ら
た
ど
る
と
､
ま
ず
三
人
の
親
類
惣
代
ら
か
ら
両
寺
あ
て
に
槌
り
書
が
出
さ
れ
､
両
寺
で
は
そ
の
綴
り
書

▼-
･

を
赦
免
嘆
願
書
に
添
え
て
郡
奉
行
に
差
し
出
す
｡
そ
れ
ら
を
受
け
取
っ
た
菅
沼
は
､
そ
れ
ら
槌
り
書
と
赦
免
嘆
願
書
計
五
通
を

一
綴

り
に
し
て
､
う
ち

一
通
の
端
裏
に

｢追
而
御
下
可
被
成
下
候

五
月

菅
沼
九
左
衛
門
｣
と
記
し
て
､
勝
手
掛
に
提
出
す
る
｡
そ
し

て
､
勝
手
掛
か
ら
戻
さ
れ
た
も
の
が
郡
奉
行
所
に
お
い
て
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
(-
九
七
二
)0

翌
六
月
に
は
､
仙
仁
村
村
役
人
か
ら
郡
奉
行
所
に
､
村
方
の
者
は
入
会
山
で
の
炭
稼
ぎ
を
差
し
止
め
ら
れ
､
ま
た
こ
の
た
び
三
ヶ

所
の
山
も
藩
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
難
儀
し
て
い
る
の
で
､
ど
う
か
三
ヶ
所
の
山
を
村
方
に
下
げ
渡
し
て
ほ
し
い
と
の
願
書
が
出
さ
れ

て
お
り
､
こ
れ
を
受
け
て
､
菅
沼
九
左
衛
門
が
山
見
分
に
つ
い
て
伺
っ
て
い
る
(-
九
六
四
)｡
こ
の
仙
仁
村
村
役
人
の
願
書
と
菅
沼

の
伺
書
は

一
綴
り
に
さ
れ
て
お
り
､
こ
う
し
た
形
態
は
史
料
1
と
共
通
し
て
い
る
0

文
政
元
年
六
月
二
日
に
は
､
丹
蔵

･
平
蔵

･
小
兵
衛
か
ら
郡
奉
行
所
に
､
次
の
よ
う
な
裁
許
の
請
書
が
出
さ
れ
て
い
る
(-
九
六

五
)0

(史
料
5
)乍

恐
以
口
上
書
御
請
奉
申
上
候
御
事

頭
立

丹

蔵

同
断

平

蔵

其
方
共
持
山
等
閑
之
致
取
斗
置
其
上
先
年
親
代
古
村
役
相
勤
候
節
小
前
持
高
之
内
年
来
高
遠
等
致
置
候
旨
小
前
之
者
共
不
致
承

(版
カ

'マ
マ
)

腹

礼
之

儀
願
出
候
二
付
､
吟
味
之
上
持
山
等
為
見
分
先
達
而
御
勘
定
役
差
遣
､
伊
藤
小

一
右
衛
門
立
合
二
両
夫
々
見
分
之
節
両
人
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共
申
訳
不
相
立
恐
入
候
旨
､
右
体
不
正
之
取
斗
い
た
し
置
不
時
至
極
二
付
､
召
出
其
方
共
持
山
引
上
吟
味
中
手
鎖
掛
組
預
申
付

置
候
処
､
此
上
告
恐
入
親
類
惣
代
之
者
其
方
共
菩
提
寺
法
類
之
由
ヲ
以
大
英
寺
大
林
寺
江
縫
り

一
向
相
歎
候
旨
右
両
寺
度
々
罷

出
頻
而
訴
訟
申
立
有
之
候
得
共
､
其
方
共
儀
者
頭
立
身
分
候
得
者
一
村
取
締
筋
第

一
可
心
掛
処
無
其
儀
､
却
而
小
前
之
者
共
為
致

難
渋
候
段
不
容
易
不
時
付
､
遂
吟
味
厳
科
可
申
付
処
､
此
度
格
段
之
以

御
情
吟
味
相
流
過
料
金
三
拾
両
申
付
之
'
答
之

儀
者
寺
院
任
願
差
免
候
､
以
来
柳
た
り
共
如
何
敷
義
於
有
之
ハ
厳
重
答
可
申
付
条
､
得
其
旨
百
姓
正
路
可
相
勤
者
也

但
シ
過
料
金
之
義
者
日
数
五
日
限
可
差
出

〔小
前
小
兵
衛
へ
の
判
決
申
渡
は
省
略
〕

六
月
二
日

(処
カ
'
ム
シ
)

前
書
之
通
被

仰
渡
奉
畏
候
､
依
之
御
請
中
上
候

□
相

違
無
御
座
候
､
以
上

頭
立

丹

蔵

⑳

同

文
政
元
寅
年
六
月
二
日

御
郡
御
奉
行
所

右
之
通
当
村
丹
蔵
平
蔵
小
兵
衛
右
三
人
之
者
共
御
請
中
上
候
処
承
届
奥
印
仕
差
上
申
候
､
以
上

小
前

平

蔵

㊥

小
兵

衛

⑳

常
右
衛
門

⑳

武
右
衛
門

㊥
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長
百
姓

幸
右
衛
門

.㊥

史
料
5
に
は
､
頭
立
丹
蔵

･
同
平
蔵
が
､
持
山
を
な
お
ざ
り
に
取
り
は
か
ら
い
､
ま
た
親
が
村
役
人
を
務
め
て
い
た
頃
か
ら
小
前

の
持
高
を

｢高
遠
｣
に
し
て
お
い
た
こ
と
を
小
前
た
ち
か
ら
訴
え
ら
れ
た
が
､
両
人
と
も
申
し
開
き
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
'
そ
こ

で
､
三
ヶ
所
の
山
は
引
き
上
げ
過
料
金
三
〇
両
を
科
す
こ
と
､
訴
訟
人
の
う
ち
小
前
小
兵
衛
は
､
名
主
下
役
を
務
め
な
が
ら
丹
蔵
ら

の
不
正
行
為
を
捨
て
置
い
た
か
ど
で
過
料
金
三
両
と
す
る
こ
･と
､
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
か
ら
､
丹
蔵
ら
三
人
は
､
五
月
二
日
に
組
預
け

･
村
預
け
な
ど
に
さ
れ
て
か
ら

一
ケ
月
後
に
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
間
に
､
寺
院
に
よ
る
赦
免
嘆
願
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
前
述
の
よ
う
に
､
判
決
骨
子
は
す

で
に
四
月
に
勝
手
掛
の
了
承
の
も
と
で
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
､
藩
の
側
は
､
判
決
の
骨
子
は
す
で
に

固
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
れ
を
す
ぐ
に
は
言
い
渡
さ
ず
､
当
事
者
が
寺
院
に
す
が
る
な
ど
反
省
の
意
を
示
す
の
を
待
っ

て
､
そ
れ
を
受
け
て
寛
大
な
処
置
を
下
す
と
い
う
形
を
と
り
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
領
主
の
慈
悲
を
下
々
に
感
得
さ
せ
る
と
と
も
に
､

後
述
の
よ
う
に
そ
の
間
に
山
年
貢
の
額
の
決
定
な
ど
判
決
骨
子
の
具
体
化
を
進
め
る
の
で
あ
る
｡
藩
に
と
っ
て
､
裁
許
申
渡
と
は
､

慈
悲
深
い
領
主
と
そ
れ
に
恭
順
の
意
を
表
す
百
姓
と
い
う
関
係
を
再
確
認
し
て
い
-
場
な
の
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
同
年
六
月
､
仙
仁
村
村
役
人

･
小
前
惣
代
か
ら
勘
定
所
元
〆
役
所
に
あ
て
て
､
大
根
子

･
細
尾
山
は
丹
蔵

･
平
蔵
を
除
-

村
中
に
､
沖
之
人
は
丹
蔵

･
平
蔵
に
､
そ
れ
ぞ
れ
下
し
置
か
れ
る
こ
と
へ
の
請
書
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
こ
の
時
､
沖
之
人
の

山
年
貢
は
､
従
来
の
籾

1
俵
四
升
か
ら
二
俵
二
斗
九
升

へ
と
増
額
さ
れ
て
い
る
(-
九
六
六
)0

同
月
､
役
炭
免
除
の
代
わ
り
に
小
役
を
賦
課
す
る
な
ど
の
役
賦
課
の
変
更
に
つ
い
て
､
伊
藤

･
小
林
が
原
案
を
作
っ
て
都
万
(管

沼
)
に
提
出
し
､
菅
沼
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
上
(勝
手
掛
)
に
伺

っ
て
い
る
(-
九
八
五
)｡
こ
の
場
合
に
は
､
伊
藤

･
小
林
の
連
名
中
上

書
二
通
と
郡
方
軒
上
喜

一
通
と
が

一
綴
り
に
さ
れ
て
､
勝
手
掛
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
現
場
の
担
当
者
が
作

っ
た
原
案
が

(5
)

順
次
上
に
上
げ
ら
れ
､
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
了
承
さ
れ
て
い
る
点
は
､
判
決
原
案
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
｡
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三

江
戸
越
訴
の
決
行
と

1
件
の
終
結

第三部

丹
蔵

･
平
蔵
は
い
っ
た
ん
過
料
金
支
払
い
の
請
書
は
出
し
た
も
の
の
､
納
得
せ
ず
に
､
江
戸
へ
の
越
訴
と
い
う
思
い
き
っ
た
行
動

に
出
た
｡
同
年
七
月
二
七
日
に
伊
藤
小

一
右
衛
門
に
呼
ば
れ
て
出
頭
す
べ
き
と
こ
ろ
､
出
頭
せ
ず
に
江
戸

へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る

(-
九
七
六
)｡
そ
し
て
､
九
月
に
は
､
子
供
た
ち
に
あ
て
て
､
江
戸

へ
向
か
っ
た
が
､
途
中
で
平
蔵
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
江
戸
行

き
を
中
止
し
､
二
人
で
伊
勢
参
宮
を
す
る
と
い
う
偽
り
の
書
状
を
送
っ
た
(-
九
七
三
)｡
出
府
し
た
丹
蔵
ら
は
､
水
戸
藩
付
家
老
中

山
備
前
守
の
家
老
大
貫
半
助
方
な
ど
に
滞
在
し
て
､
幕
府
若
年
寄
林
肥
後
守
に
訴
え
出
た
が
､
翌
年
六
月
の
松
代
藩
主
出
府
ま
で
差

し
控
え
る
よ
う
言
い
渡
さ
れ
た
O

こ
の
過
程
で
､
菅
沼
九
左
衛
門
と
江
戸
の
勘
定
吟
味
役
望
月
権
之
進
と
の
間
で
書
状
が
交
わ
さ
れ
､
文
政
元
年
(
7
八
1
八
)
〓

1

月
に
は
､
青
沼
か
ら
望
月
に
､
山
論

一
件
訴
答
書
類
写
が
送
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
同
月
付
の
菅
沼
か
ら
望
月
あ
て
の
書
状
控
は
､

｢仙
仁
村
丹
蔵

･
平
蔵
持
山

一
件
菅
沼
九
左
衛
門
取
斗
候
分
品
々
書
類

十
二
月

菅
沼
九
左
衛
門
｣
と
記
さ
れ
た
袋
に
､
文
化

一

一

〇
(一
八
一
三
)～

一
一
年
と
い
う
山
論
初
期
の
諸
書
付
写
と
と
も
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
(-
九
五
〇
)｡
こ
の
諸
書
付
写
は
､
反
古
紙
の

裏
を
使
っ
た
冊
子
に
〓

一道
の
関
係
書
付
を
写
し
た
も
の
で
､
冊
子
の
表
紙
に
は

｢仙
仁
村
入
会
山

一
件
｣
と
記
さ
れ
､
｢最
初
之

儀
二
付
江
府
江
者
不
差
遣
候
得
共
､
奉
入
御
覧
候
､
御
覧
後
衛
下
可
被
成
下
候

十
二
月

菅
沼
九
左
衛
門
｣
と
書
か
れ
た
紙
が
張

ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
菅
沼
か
ら
勝
手
掛
に
出
さ
れ
､
そ
の
後
菅
沼
に
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
同
じ
も
の
が
'
江
戸
の
望
月

に
も
送
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
〓

l通
の
ほ
と
ん
ど
は
原
本
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､

1
件
関
係
史
料
の
原
本
の
す
べ

て
が
保
存
さ
れ
､
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
た
だ
､
失
わ
れ
た
原
本
が
､
廃
棄
さ
れ
た
の
か
､
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訴
訟
当
事
者
に
返
却
さ
れ
た
の
か
､
ま
た
は
他
の
部
局
に
渡
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
｡

そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
､
文
政
二
年
七
月
に
は
､
幕
領
高
井
郡
小
布
施
村
の
要
吉
と
い
う
者
が
､
仙
仁
村
の
村
役
人
ら

二

一人

を
相
手
ど
っ
て

｢理
不
尽
横
領
御
訴
訟
｣
を
起
こ
ん
､

一
件
は
ま
た
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
｡
訴
状
に
見
る
要
吉
の
主
張
は
､
次
の

通
り
で
あ
る
｡
自
分
の
親
文
蔵
は
､
安
永
九
年
(
一
七
八
〇
)に
細
尾
山
を
宅
蔵
(平
蔵
の
親
)
か
ら
質
に
取
り
､
寛
政
二
年
(
一
七
九
〇
)

に
質
流
れ
の
形
で
所
有
し
た
｡
ま
た
､
沖
之
入

･
大
根
子
を
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
に
平
左
衛
門
(丹
蔵
の
親
)
か
ら
質
に
取
り
､
寛

政
五
年
に
質
流
れ
と
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
三
ヶ
所
の
山
の
所
有
権
は
自
分
に
あ
る
｡
そ
の
後
､
山
は
丹
蔵

･
平
蔵
に
預
け
て
管
理

を
任
せ
､
山
年
貢
も
彼
ら
に
渡
し
て
上
納
し
て
も
ら
っ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
､
文
政
元
年
八
月
頃
か
ら
､
自
分
の
知
ら
な
い
間
に
炭

焚
木
挽
が
入
山
し
て
勝
手
に
木
を
伐
っ
て
い
る
の
で
､
仙
仁
村
の
村
役
人
ら
を
吟
味
し
て
ほ
し
い
､
と
(-
九
八
二
-
二
)｡

要
吉
は
､
幕
府

へ
の
出
訴
を
望
ん
だ
が
､
小
布
施
村
を
管
轄
す
る
中
之
条
代
官
所
の
役
人
が
そ
れ
を
抑
え
て
､
ま
ず
松
代
藩
に
善

処
方
を
依
頼
し
て
き
た
｡
そ
し
て
､
要
吉
の
訴
訟
に
か
か
わ
っ
て
､
中
之
条
代
官
所
の
役
人
二
名
か
ら
松
代
藩
職
奉
行
(寺
社
の
支

配
や
訴
訟

･
裁
判
を
扱
う
役
職
'
図
1
参
照
)
三
名
あ
て
の
相
手
方
の
吟
味
を
依
頼
す
る
連
署
状
､
要
吉
訴
状
写
な
ど
の
綴
り
､
浴

よ
び
松
代
藩
郡
奉
行
四
名
か
ら
中
之
条
代
官
所
役
人
あ
て
の
返
書
の
三
点
が
包
紙
に
一
括
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
(-
九
八
二
)が
､

包
紙
上
ハ
書
に
は
､
菅
沼
九
左
衛
門
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
筆
で
､
｢仙
仁
村
名
主
小
兵
衛
其
外
之
も
の
共
へ
懸
り
山
出
入

一
件
御

料
所
小
布
施
村
要
吉
訴
訟
写
井
中
之
条
占
之
来
状
共
出
置

辰
〔文
政
三
年
〕五
月
｣､
｢此
度

一
件
之
儀
中
町
喜
代
八
取
扱
内
済
和
談
二

相
成
､
右
和
談
書
井
中
之
条
占
之
再
報
者
御
懸
り
へ
差
出
置
候

御
懸
り
望
月
頼
母
殿
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
､
こ
れ
ら

三
点
の
文
書
は
､

一
件
終
結
後
の
文
政
三
年
五
月
に
一
括
整
理
さ
れ
た
こ
と
､
｢和
談
書
井
中
之
条
占
之
再
報
｣
は
懸
り
家
老
望
月

頼
母
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
､
が
わ
か
る
｡

一
件
関
係
史
料
の
一
部
は
他
に
提
出
さ
れ
た
た
め
に
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
｡

要
吉
の
出
訴
と
時
を
同
じ
-
し
て
､
文
政
二
年
七
月
に
丹
蔵

･
平
蔵
ら
が
帰
国
し
､
そ
れ
ぞ
れ
菩
提
寺
で
あ
る
小
山
村
興
国
寺

･

井
上
村
浄
運
寺

へ
駆
け
入
っ
た
(-
九
六
七
､
-
九
七
七
)0
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要
吉
の
出
訴
に
対
し
て
は
､
文
政
二
年

1
0
月
に
､
仙
仁
村

〓

1人
惣
代
三
名
と
郷
中
惣
代
名
主
小
兵
衛
が
代
官
所
に
願
書
を
差

し
出
し
て
い
る
(-
九
六
八
)｡
｢真
田
家
文
書
｣
中
に
残
る
願
書
は
写
で
､
末
尾
に
は

｢追
而
御
下
可
被
成
下
候

〔郡
奉
行
〕金
井
左
源

太
｣
と
の
張
紙
が
あ
り
､
郡
奉
行
か
ら
勝
手
掛
に
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
内
容
は
､
次
の
通
り
で
あ
る
｡

こ
の
一
件
で
､
丹
蔵

･
平
蔵
は
要
吉
と
馴
れ
合
っ
て
い
る
｡
松
代
中
町
の
松
田
屋
喜
代
八
が
立
ち
入
り
､
丹
蔵

･
平
蔵
と
要
吉
と

の
間
で
は
内
済
が
成
立
し
た
が
､
わ
れ
わ
れ
は
三
ヶ
所
の
山
が
要
吉
持
山
だ
な
ど
と
は
初
耳
で
あ
り
､
済
口
証
文
に
は
調
印
で
き
な

い
｡
丹
蔵
ら
は
､
江
戸
に
出
て
､
柴
口
二
丁
目
和
泉
屋
吉
兵
衛
を
頼
ん
で
藩
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と
し
､
文
政
元
年

一
一
月

下
旬
に
吉
兵
衛
が
松
代
ま
で
願
書
を
持

っ
て
き
た
が
､
出
入
の
実
際
の
顛
末
を
聞
い
て
驚
き
､
訴
訟
は
延
期
し
て
江
戸

へ
帰

っ
た
と

い
う
い
き
さ
つ
が
あ
■る
｡
こ
う
し
て
計
画
が
頓
挫
し
た
の
で
､
今
度
は
要
吉
と
馴
れ
合

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
O
今
後
も
ど
の
よ
う

な
難
題
を
ふ
っ
か
け
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
､
今
回
の
済
口
証
文
に
は
調
印
で
き
な
い
し
､
そ
の
結
果
訴
訟
と
な
り
江
戸
に
出

向
-
こ
と
に
な
っ
て
も
仕
方
な
い
と
申
し
上
げ
た
が
､
訴
訟
と
な
れ
ば
大
金
が
必
要
だ
し
､
今
回
調
印
す
れ
ば
裁
許
通
り
山
に
も
入

れ
る
と
言
わ
れ
､
仕
方
な
-
調
印
す
る
こ
と
に
し
た
｡
以
後
､
丹
蔵
ら
が
山
を
質
入
れ
な
ど
し
な
い
よ
う
に
､
藩
の
ほ
う
で
処
置
し

て
ほ
し
い
､
と
｡

要
吉
と
の
争
論
は
､
済
口
証
文
な
ど
が
残

っ
.て
い
な
い
の
で
､
最
終
的
な
結
果
が
不
明
な
の
だ
が
､
文
政
二
年
中
に
は
解
決
し
た

●

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

丹
蔵

･
平
蔵
は
､
檀
那
寺
で
あ
る
興
国
寺

･
浄
運
寺
の
取
り
な
し
に
よ
っ
て
帰
住
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
､
押
込
を
命
ぜ
ら
れ
た
｡

そ
こ
で
､
文
政
二
年

二

一月
に
､
両
人
の
親
類
惣
代

･
村
役
人
ら
が
檀
那
寺
に
､
藩

へ
押
込
赦
免
を
願
っ
て
-
れ
る
よ
う
槌
り
書
を

出
し
､
こ
れ
を
受
け
て
赦
免
の
嘆
願
が
な
さ
れ
て
い
る
(-
九
七
七
)｡
そ
し
て
､
二
人
は
､

一
一
月
に
､
三
ヶ
所
の
山
の
帰
属
に
関

す
る
裁
許
内
容
(-
九
六
六
)を
承
服
し
た
旨
の
請
書
を
郡
奉
行
所
収
差
し
出
し
(-
九
七
八
)､

〓

1月
に
は
､

1
件
に
関
す
る
費
用
分

担
の
件
(-
九
七
九
)も
解
決
し
､
丹
蔵
ら
は
赦
免
さ
れ
､
印
書
は
彼
ら
に
下
げ
渡
さ
れ
た
｡
同
月
､
丹
蔵

･
平
蔵
は
､
以
後
は
藩
の
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錠
を
大
切
に
守
る
旨
の
請
書
を
職
奉
行
所

･
郡
奉
行
所
に
(-
九
八
こ
､
以
後
出
入

･
嘆
願
な
ど
し
な
い
旨
の
請
書
を
代
官
所
に
(-

九
六
九
)､
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
て
い
る
｡

ま
た
､

一
件
費
用
の
負
担
方
法
に
つ
い
て
は
､
文
政
二
年

二

一月
に
､
仙
仁
村

一
八
人
惣
代
兼
久
蔵

･
政
五
郎

･
二

一人
惣
代
兼

清
蔵

･
重
左
衛
門

･
新
旧
村
役
人
六
名

･
新
田
川
合
村
扱
人
か
ら
郡
奉
行
所
に
､
次
の
内
容
の
済
口
証
文
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
三
ヶ

所
の
山
を
め
ぐ
る
出
入
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
と
そ
の
親
類

〓

1人
と
､
そ
れ
以
外
の
村
人

1
八
人
と
の
間
で
争
わ
れ
た
｡
訴
訟
費
用
が

多
額
だ
っ
た
の
で
､
大
根
子
山
は
相
談
の
上
売
却
し
た
が
､
な
お
費
用
の
負
担
方
法
を
め
ぐ
っ
て
村
内
が
混
雑
し
た
の
で
､
新
田
川

合
村
の
吉
郎
右
衛
門
が
仲
裁
に
入
り
'

二

一人
の
者
か
ら
合
わ
せ
て
金
四
両
を
差
し
出
し
､
細
尾
山
は
三
〇
人
で
均
等
に
分
割
す
る

(カ)

こ
と
に
し
た
､
と
(-
九
七
九
)｡
な
お
､
こ
の
文
書
の
端
裏
に
は

｢文
政
二
卯
年
〔郡
奉
行
〕金
井
左
源
太
引
請
候
後
取
計
書
類
｣
と
の

張
紙
が
あ
る
｡

こ
う
し
て
､
文
政
二
年

〓

1月
に
は
､
こ
の

1
件
は
最
終
的
に
解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

お

わ

り

に

章五莱lヽノー
ーヽ
ノ

こ
こ
で
､
以
上
の
一
件
の
経
過
か
ら
､
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
｡

史
料
学
に
か
か
わ
る
論
点
に
つ
い
て
は
'
ま
ず
､
■こ
の
一
件
の
関
係
文
書
が
､
郡
奉
行
所
に
お
い
て
一
件
終
了
後
も
長
-

一
括
保

(6
)

存
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
で
き
る
｡
こ
の
一
件
は
､
当
初
､
代
官
所

･
勘
定
所
元
〆
役
所

･
郡
奉
行
所
で
扱
わ
れ
た
が
､
文
化

二
二

年
(
一
八
一
六
)閏
八
月
以
降
､
丹
蔵
ら
は
､
目
付
役
所
､
さ
ら
に
は
大
目
付
役
所
に
も
訴
え
て
い
る
(-
九
五
五
)｡
こ
の
よ
う
に
さ
ま

ざ
ま
な
部
局
が
関
与
し
､
作
成
さ
れ
た
史
料
の
差
出
人

･
宛
所
も
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

1
件
史
料
は
そ
の
主
管
部
局
で

あ
っ
た
郡
奉
行
所
に
集
中

･
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
近
世
に
お
け
る

一
件
史
料
の
具
体
的
な
保
管
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
､
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国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
で
受
け
入
れ
時
に
付
け
た
文
書
番
号
を
見
る
と
､

一
件
史
料
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
一
連
の
番
号
が
付

与
さ
れ
て
お
り
､
こ
こ
か
ら
推
し
て
､
近
世
に
お
い
て
も

一
件
史
料
は
何
ら
か
の
形
で
一
括
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
し
て
､
こ
れ
ら

一
件
史
料
は
､
た
ま
た
ま
郡
奉
行
所
に
集
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
｡
文
書
の
端
裏
書
に
､
｢追
而
御
下
可

被
成
下
候

五
月

菅
沼
九
左
衛
門
｣
(-
九
七
二
-
五
)な
ど
と
あ
る
よ
う
に
､
郡
奉
行
が
意
識
的
に

一
件
史
料
の
集
中
を
は
か
っ
て

い
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
す
べ
て
の

一
件
史
料
が
現
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､
小
布
施
村
要
吉
の
訴
訟
に
つ
い
て

の
和
談
書
や
中
之
条
代
官
所
よ
り
の
再
報
は
､
担
当
の
家
老
望
月
頼
母
に
差
し
出
さ
れ
て
い
て
､
現
存
し
な
い
(-
九
八
二
)｡
ま
た
､

伝
存
す
る
文
書
の
大
部
分
は
原
本
で
あ
る
が
､

一
部
に
写
も
存
在
す
る
(-
九
五
〇
-
二
な
ど
｡
な
お
写
と
原
本
の
両
方
が
残

っ
て

い
る
も
の
も
少
し
は
あ
る
)｡
郡
奉
行
所
で
写
さ
れ
た
文
書
の
原
本
(現
存
し
な
い
も
の
)
に
つ
い
て
は
､
①
廃
棄
さ
れ
た
､
②
村
方

な
ど
に
返
却
さ
れ
た
､
③
他
の
部
局
に
廻
さ
れ
た
､
と
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
.､
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
｡

こ
の
一
件
史
料
は
､
村
方
か
ら
藩
に
差
し
出
さ
れ
た
願
書

･
答
書

･
請
書
な
ど
(原
本
お
よ
び
写
)
と
､
藩
庁
の
部
局
間
で
や
り
と

り
さ
れ
た
文
書
と
に
大
別
で
き
る
｡
な
か
に
は
､
①
村
方
か
ら
の
答
書
と
そ
れ
に
対
す
る
徒
目
付
ら
の
見
解
(-
九
五
八
)､
②
徒
目

付
ら
の
中
上
書
と
そ
れ
を
受
け
て
の
郡
方
の
中
上
書
(-
九
八
五
)､
③
村
方
か
ら
寺
院

へ
の
槌
り
書
と
寺
院
か
ら
郡
奉
行

へ
の
嘆
願

書
(-
九
七
二
)､
と
い
っ
た
相
互
に
密
接
に
関
傾
す
る
複
数
の
文
書
が

一
綴
り
に
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

一
件
史
料
と
い
う
大

▲

き
な
ま
と
ま
り
の
中
に
､
さ
ら
に
､
綴
ら
れ
た
り
､
包
紙
で

一
括
さ
れ
た
り
(-
九
八
二
)､
袋
に
入
れ
ら
れ
た
り
(-
九
五
〇
)し
た
､

小
さ
な
文
書
の
ま
と
ま
り
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

次
に
､
歴
史
学
に
か
か
わ
る
論
点
に
つ
い
て
｡
ま
ず
､

一
件
の
裁
許
に
あ
た
っ
て
は
､
直
接
吟
味
を
担
当
し
た
徒
目
付

･
勘
定
役

か
ら
郡
奉
行
に
伺
が
出
さ
れ
､
そ
れ
を
受
け
て
郡
奉
行
が
勝
手
掛
家
老
に
伺
を
出
す
と
い
う
形
で
､
下
位
部
局
か
ら
上
位
部
局
に
順

次
､
伺
が
出
さ
れ
､
勝
手
掛
の
承
認
に
よ
っ
て
判
決
が
確
定
し
て
い
る
｡
し
か
も
､
伺
を
受
け
た
上
位
部
局
は
'
基
本
的
に
下
位
部

局
の
判
断
を
尊
重
し
､

一
部
下
位
部
局
が
判
断
を
保
留
し
た
点
に
つ
い
て
決
定
を
下
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
藩
の
意
思
決
定
過
程
に



大名家文書の中の ｢村方文書｣章五第7Tユ一ヽノ

(7
)

お
け
る
裏
議
制
的
形
態
に
つ
い
て
は
､
笠
谷
和
比
古
氏
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
の
一
件
も
そ
れ
を
示
す

好
例
だ
と
い
え
よ
う
｡

ま
た
､
藩
と
村

･
百
姓
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､･_以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
｡

Ⅲ
松
代
藩
は
､
自
藩
領
の
村
の
内
山
が
他
領
村
々
と
の
入
会
山
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
藩
の
領
地
が
減
少
す
る
こ
と
を
嫌

い
､
自
領
の
確
保
を
目
指
す
立
場
か
ら
入
会
争
論
に
関
与
し
､
自
領
村
々
を
指
導
し
た
｡
こ
の
点
､
藩
の
対
応
は
､
個
別
領
主
と
し

て
の
利
害
が
前
面
に
出
て
お
り
､
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
ぬ
村
の
意
向
は
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た
｡

佃
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
藩
の
関
与
は
､
丹
蔵

･
平
蔵
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
､
彼
ら
の
駆
込
訴
を
受
け
て
の
徒
目

付

･
勘
定
役
の
吟
味
に
お
い
て
､
郡
奉
行

･
代
官
ら
の
指
導
の
適
否
が
正
面
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
点
で
､

藩
の
吟
味
は
､
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
､
百
姓
よ
り
も
藩
役
人
の
ほ
う
の
肩
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
り
わ
け
､
勘

定
役
が
､
自
ら
の
上
役
で
あ
る
郡
奉
行
の
判
断
を
誤
り
だ
と
認
定
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

㈲
史
料
3
で
､
徒
目
付
ら
が
｣
仁
礼

･
八
町

･
福
嶋
三
ケ
村
は
､
仙
仁
村
の
た
め
に
山
争
い
を
し
た
の
だ
か
ら
､
こ
の
よ
う
に

裁
許
し
な
け
れ
ば
今
後
の
治
ま
り
方
が
心
許
な
い
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
裁
許
に
あ
た
っ
て
は
､
領
内
の
平
穏
な
統
治
を
実
現
す

る
と
い
う
点
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

㈲
藩
の
判
決
方
針
が
確
定
し
て
か
ら
判
決
申
渡
ま
で
に
〓
疋
の
間
隔
が
あ
り
､
そ
の
間
に
寺
院
に
よ
る
赦
免
嘆
願
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
､
百
姓
に
は
寺
院
を
介
し
て
藩
に
反
省

･
恭
順
の
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
､
藩
は
そ
れ
に
対
し
て
寛
大
な

判
決
を
下
す
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
｡
裁
許
と
は
､
藩
の
威
光
と
慈
悲
を
百
姓
に
示
し
､
百
姓
が
謹
ん
で
そ
れ
を
お

(8
)

受
け
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

㈲
以
上

Ⅲ～刷
か
ら
い
え
る
こ
と
は
､
藩
の
指
導

･
裁
許
と
は
､
純
粋
に
事
実
と
法
理
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
-
､

自
藩
の
利
益
を
優
先
さ
せ
､
武
士
に
有
利
な
傾
き
を
も
ち
､
ま
た
藩
の
威
光
を
知
ら
し
め
領
内
の
平
穏
を
維
持
す
る
と
い
う
政
治
的
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意
図
も
は
た
ら
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
中
で
､
証
拠
調
べ
や
当
事
者
の
尋
問
な
ど
が
な
さ
れ
､
ま
た
菓
議
制
に

よ
っ
て
多
-
の
藩
役
人
が
か
か
わ
り
つ
つ
､
大
方
の
納
得
す
る
判
決
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
､
こ
こ
に
近
世
に
お
け
る
武

士

･
百
姓
関
係
の
特
質
の
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

そ
し
て
､
史
料
学
に
関
す
る
論
点
と
歴
史
学
に
関
す
る
論
点
と
は
､
別
個
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､

一
件
の

裁
許
に
至
る
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
を
歴
史
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
際
に
は
､
そ
の
一
件
に
か
か
わ
る
諸
史
料
の
保
管
形
態
に
つ
い
て
の

史
料
学
的
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
｡

最
後
に
'
今
後
の
課
題
を
挙
げ
て
お
こ
う
｡
本
稿
は
､

一
事
例
の
み
に
基
づ
-
分
析
で
あ
り
､
今
後
は

｢真
田
家
文
書
｣
中
に
多

数
残
る
他
の
一
件
関
係
史
料
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
れ
ら

一
件
の
う
ち
､
当
事
者
の
村
方
に
も
関
連

史
料
が
残

っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
､
同
じ

一
件
に
関
し
て
藩
側
と
村
側
に
そ
れ
ぞ
れ
残
さ
れ
た
文
書
の
種
類
の
比
較
や
､
藩
に
提

出
さ
れ
た
文
書
と
村
方
に
残
さ
れ
た
下
書

･
写

･
控
と
の
微
妙
な
異
同
が
語
る
意
味
合
い
の
検
討
な
ど
を
行
う
な
ら
ば
､
｢大
名
家

文
書
｣､
｢村
方
文
書
｣､
そ
し
て
近
世
文
書
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
､
よ
り
興
味
深
い
論
点
が
発
見
で
き
る
も
の
と
思
わ

れ
る
｡(1

)

｢真
田
家
文
書
｣
の
う
ち
整
理
済
み
の
分
は
､
『史
料
館
所
蔵
史
料
日
録
』
の
う
ち

『信
濃
国
松
代
真
田
家
文
書
日
録
』
(そ
の

こ
～
(そ
の
六
)

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
本
稿
で
扱
う

｢仙
仁
村
入
会
山

l
件
｣
関
係
文
書
は
(そ
の
四
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
(笠
谷
和
比
古
氏
の
編
集
に
よ
る
)C

本
稿
の
典
拠
史
料
に
つ
い
て
は
､
本
文
中
で
､
同
目
録
に
お
け
る
文
書
番
号
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
｡

(2
)

『信
濃
国
松
代
真
田
家
文
書
目
録
』
(そ
の
四
)解
題
(笠
谷
和
比
古
執
筆
)｡
な
お
､
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
､
同
目
録
か
ら
多
-
を
学
ん
だ
｡

(3
)

こ
の
件
は
藩
の
勘
定
所
元
〆
へ
も
報
告
さ
れ
て
い
る
(-
九
五
五
)0

(4
)

｢槌
り
書
｣
と
い
う
史
料
名
称
に
つ
い
て
は
'
前
掲
注
(2
)解
題
参
照
｡

(5
)

｢真
田
家
文
書
｣
-
九
八
五
1
二
､
九
八
五
-
三
に
は
作
成
者
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
､
端
裏
の
書
込
や
､
｢
〔小
役
は
〕御
代
官

二
両
申
渡
御
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座
候
様
仕
度
奉
存
候

小

一
右
衛
門
｣
と
の
､
-
九
八
五
-
三
の
附
札
か
ら
､
伊
藤

･
小
林
の
作
成
だ
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
.

(6
)

前
掲
注
(2
)解
題
｡

(7
)

最
近
の
も
の
と
し
て
は
､
笠
谷
和
比
古

｢｢武
士
｣

身
分
と
合
意
形
成
の
特
質
｣
(『歴
史
評
論
』
五
八
一
､

一
九
九
八
年
)
が
あ
る
｡

(8
)

水
林
彪

｢近
世
的
秩
序
と
規
範
意
識
｣
(『講
座
日
本
思
想
3
秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
八
三
年
).
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