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は
し
が
き

我
が
国
は
、
国
土
の
約
三
分
の
二
が
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
森
林
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
森
林
は
、
木
材
を
は
じ
め
と
す
る
林

産
物
を
供
給
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
水
資
源
を
蓄
え
た
り
土
砂
災
害
を
防
止
し
た
り
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近

年
は
森
林
を
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
し
た
り
、
森
林
の
恵
み
を
再
認
識
す
る
機
会
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
我
が

国
固
有
の
「
木
」
の
文
化
を
継
承
し
な
が
ら
、
森
林
の
新
た
な
活
用
方
法
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
も
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
役
割
や
文
化
の
継
承
を
考
え
る
と
き
、
森
林
と
人
び
と
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
、
そ
の
な
か
で
人
び
と
が

営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
議
論
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

当
研
究
所
で
は
、
こ
れ
ら
森
林
と
人
び
と
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
の
行
政

機
関
や
史
料
保
存
機
関
、
さ
ら
に
は
山
間
地
域
の
旧
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
整
理
・
保
存
活
動
や
、
写
真
撮
影
に
よ
る
史

料
の
収
集
を
実
施
し
て
き
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）度
よ
り
実
施
し
て
い
る
岐
阜
県

中
津
川
市
加
子
母
の
内
木
哲
朗
氏
所
蔵
文
書
の
調
査
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
森
林
管
理
の
あ
り
方
や
、
地
域
に
暮
ら

す
人
び
と
の
生
活
の
様
相
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

内
木
家
は
江
戸
時
代
に
尾
張
藩
の
「
御
山
守
」
を
代
々
務
め
て
き
た
家
で
、日
記
を
は
じ
め
と
す
る
三
万
点
に
お
よ
ぶ
史
料
が
、

今
な
お
同
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
九
冊
目
と
な
る
本
冊
で
は
、『
人
・
物
・
お
金
に
み
る
山
村
の
暮
ら
し
─
江
戸
時

代
の
“
か
し
も
生
活
”
④
─
』
と
題
し
て
、
御
山
守
内
木
彦
七
の
日
記
か
ら
、
加
子
母
村
の
人
び
と
の
買
い
物
事
情
や
村
に
出
入



り
す
る
商
人
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
江
戸
時
代
の
山
村
は
、
や
や
も
す
れ
ば
閉
鎖
的
な
印
象
を
受
け
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
周
辺
地
域
か
ら
商
人
が
頻
繁
に
行
き
来
し
、
多
様
な
商
品
が
加
子
母
村
に
流
入
し
て
い
た
。
加
え
て
、
彦

七
は
仕
事
柄
名
古
屋
へ
出
張
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
こ
で
調
達
さ
れ
た
品
物
も
多
く
み
ら
れ
る
。
本
書
を
通
じ
て
、
従
来
の
閉
鎖

的
な
山
村
像
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
山
村
像
を
新
た
に
知
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
本
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
は
、
当
研
究
所
の
若
手
研
究
者
や
特
任
研
究
員
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
史
料
調
査
や
教
育
普
及
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
執
筆
者
各
位
と
と
も
に
、
調
査
等
で
い
つ
も
格
別
な
ご
配

慮
を
賜
っ
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木
哲
朗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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は
じ
め
に

開
か
れ
た
山
村
像

本
書
の
舞
台
、
美み

の濃
国
恵え

な那
郡
加か

し

も
子
母
村（
岐
阜
県
中
津
川
市
加
子
母
）は
、
美
濃
国
・
飛ひ

騨だ

国
・

信し
な
の濃
国
の
国
境
が
接
す
る
三
国
山
の
東
南
部
に
位
置
し
て
、
村
域
の
大
半
を
森
林
が
占
め
た
、
い

わ
ゆ
る
山
村
で
す
。
村
内
を
北
西
か
ら
南
東
方
向
に
か
け
て
白
川（
加
子
母
川
）が
流
れ
、
こ
の
谷

間
を
中
山
道
落お

ち
あ
い合

宿
と
飛ひ

騨だ

往
還
下げ

呂ろ

宿
と
を
結
ぶ
間か

ん

道ど
う

が
通
っ
て
い
て
、
加
子
母
村
の
集
落
は

こ
の
道
筋
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

内な
い

木き

哲
朗
家
は
、
加
子
母
村
の
草
分
け
と
し
て
庄
屋
を
つ
と
め
、
江
戸
中
期
の
享
保
一
五
年

（
一
七
三
〇
）か
ら
は
歴
代
に
わ
た
り
、
尾
張
藩
の
「
御お

山や
ま

守も
り

」
を
つ
と
め
た
家
で
す
。
同
家
に
は
、

江
戸
・
明
治
・
大
正
時
代
の
古
文
書
が
三
万
点
以
上
残
さ
れ
て
い
て
、
現
在
も
大
切
に
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。

近
年
、
内
木
家
文
書
の
調
査
の
一
環
で
、「
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

幷
な
ら
び
に

諸し
ょ

事じ

日に
っ

記き

」（
以
下
、
日
記
と
記
載
）

と
書
か
れ
た
日
記
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
日
記
は
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）・
明
和
二
年（
一
七

六
五
）・
同
四
年
・
同
五
年
・
同
六
年
・
同
八
年
・
同
九
年（
安
永
元
年
と
改
元
）・
安
永
二
年（
一
七
七

三
）・
同
三
年
・
同
四
年
の
一
〇
冊
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
筆
者
は
、
内
木
家
の
第
一
一
代
当
主
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の
内な

い

木き

彦ひ
こ

七し
ち

武た
け

久ひ
さ

で
、
そ
の
内
容
は
、
御
山
守
の
職
務

と
私
生
活
の
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
て
い
ま
す
。
一

冊
が
と
て
も
分
厚
く
、
膨
大
な
情
報
が
毎
日
几
帳
面
に

書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇

年
前
の
加
子
母
村
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
詳
細
に

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
当
研
究
所
で
は
、
日
記
に
み
ら
れ
る
生
活

感
覚
に
根
ざ
し
た
ゆ
る
や
か
な
共
同
性（
社
会
性
）を
基

底
に
持
つ
生
活
文
化
の
あ
り
方
を
“
か
し
も
生
活
”
と

名
付
け
、
シ
リ
ー
ズ
を
通
じ
て
彦
七
家
や
そ
の
親
類
、

近
所
の
人
び
と
を
中
心
に
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
が
、
日
記
を
読
む
と
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
村
を
出
入
り
し
て
い
て
、
た
く

さ
ん
の
物
や
お
金
が
行
き
交
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
山
村
と
聞
く
と
、
自
給
自
足
の
生
活
で
、
人
の
往
来
が
少
な
く
、
ど
こ
か
閉
鎖
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
日
記
の
記
述
を
手

が
か
り
に
、
山
村
に
行
き
交
う
人
・
物
・
お
金
の
流
れ
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
山
村

が
実
は
解
放
的
で
外
に
開
か
れ
て
い
た
様
子
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

図1　加子母村の位置
（太田尚宏『林政史ブックレット2 山村の人・
家・つきあい─江戸時代の“かしも生活”①─』

〈徳川林政史研究所、2020年〉、4頁所収の図を
引用）

（
1
）

彦
七
の
家
族
や
「
一
家
中
」
に

つ
い
て
は
、
太
田
尚
宏
『
山
村

の
人
・
家
・
つ
き
あ
い
─
江
戸

時
代
の
“
か
し
も
生
活
”
①
─
』

（
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇

二
〇
年
）、
一
五
～
二
二
頁
参

照
。
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本
書
の
お
も
な
登
場
人
物

本
題
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
、
本
書
の
お
も
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
日
記
の
筆
者
は
、
前
述
し
た
内
木
家
の
第
一
一
代
当
主
の
内な

い

木き

彦ひ
こ

七し
ち

武た
け

久ひ
さ

で

す
。
内
木
家
は
、
屋
号
を
《
桑く

わ

原ば
ら

》
と
い
い
ま
し
た（
以
後
、
各
家
の
屋
号
に
つ
い
て
は
、《　

》
を
付

（
1
）

図2　加子母村の字
（同前太田ブックレット、5頁所収の図を引用）

し
て
示
し
ま
す
）。
日
記
を
書
い
て
い
た
頃
の
年
齢
は
、
お
そ
ら
く
五

〇
歳
か
ら
六
〇
歳
前
半
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

彦
七
の
奥
さ
ん
は
、
日
記
に
は
、「
か

かゝ

」
や
「
ば

ばゝ

」
と
し
か

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
家
は
加
子
母
村
の
小
郷
と
い
う
集
落
に

居
住
す
る
今い

ま

井い

勘か
ん

兵べ

衛え

家
か
、そ
の
縁
戚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

彦
七
に
は
、
子
ど
も
が
四
人
い
ま
し
た
。

長
男
は
、
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん
（
の
ち
の
一
二
代
彦
七
武た
け

信の
ぶ

）と
い
い
ま
す
。
善

右
衛
門
の
妻
は
、
お
い
く（
お
幾
）で
す
。
お
い
く
の
実
家
は
《
か
ぢ

や
》
で
、
父
は
佐さ

忠ち
ゅ
う

次じ

、
兄
弟
に
は
当
主
の
佐さ

右え

衛も

門ん

と
、《
上
い

づ
ミ
》
へ
婿
養
子
に
入
る
佐さ

助す
け

が
い
ま
し
た
。
善
右
衛
門
と
お
い
く

と
の
間
に
は
、
子
ど
も
が
二
人
い
ま
し
た
。
長
男
は
、
の
ち
に
第
一

三
代
彦
七
武た

け

昭あ
き

と
な
る
孫ま

ご

太た

郎ろ
う（

の
ち
に
「
安や
す

次じ

郎ろ
う

」
と
改
名
）と
、
二

男
の
亀か

め

之の

助す
け（

の
ち
に
「
理り

平へ
い

」
と
改
名
）で
す
。
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彦
七
の
次
男
は
武た

け

助す
け

と
い
い
ま
す
。
は
じ
め
は
「
百も

も

助す
け

」
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宝
暦
一

三
年
二
月
八
日
に
改
名
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
安
永
三
年
正
月
五
日
に
は
「
武た

け

右え

衛も

門ん

」
と
改

名
し
て
い
ま
す
。
明
和
七
年（
一
七
七
〇
）に
新
宅
を
建
て
、
結
婚
・
独
立
し
、《
桑く

わ

野の

屋や

》
と
い
う

屋
号
の
家
を
興
し
ま
す
。

彦
七
の
長
女
は
、
お
そ
よ
で
す
。
元
文
四
年（
一
七
三
九
）生
ま
れ
で
、
近
所
の
《
下し

た

屋や

》
の
当

主
藤と

う

吉き
ち

の
も
と
へ
嫁
ぎ
ま
し
た
。

次
女
は
、
お
ま
つ（
お
松
）と
い
い
ま
す
。
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
一
八
日
に
付つ

け

知ち

村
の
紺こ

ん

屋や

源げ
ん

太た

の
も
と
へ
嫁
ぎ
ま
す
が
、
婚
家
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
同
年
七
月
二
四
日
に
不
縁
と
な
っ

て
帰
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
お
ま
つ
は
、
安
永
三
年
正
月
五
日
に
「
お
し
げ
」
と
改
名
し
ま

す
。彦

七
家
は
、
彦
七
・「
か
ゝ
」・
善
右
衛
門
・
お
い
く
・
孫
太
郎
・
亀
之
助
・
お
ま
つ
が
《
桑
原
》

と
い
う
屋
号
で
呼
ば
れ
た
家
に
同
居
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
何
人
か
の
奉
公
人
も
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
彦
七
の
日
記
の
な
か
で
、
自
分
の
家
族
と
親
類
・
縁
者
の
家
庭
を
一
緒
に
し
て
「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
彦
七
の
「
一
家
中
」
に
は
、
次
男
武
助
の
《
桑
野
屋
》、
彦
七
の

妹
お
つ
ね（
お
経
）の
婚
家
で
あ
る
《
中な

か

洞ぼ
ら

》・《
冨と

み

田だ

》、
彦
七
の
長
女
お
そ
よ
の
婚
家
の
《
下
屋
》

と
い
う
屋
号
の
家
々
が
あ
り
ま
し
た
。
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こ
の
ほ
か
、
本
書
で
は
、
物
や
お
金
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
登
場
し
ま
す
。
彼
ら
も
か

し
も
生
活
を
構
成
す
る
重
要
な
人
び
と
で
し
た
の
で
、
以
降
各
章
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

（
仲
泉 

剛
・
林 

幸
太
郎
）
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図3　彦七の「一家中」推定系図
（同前太田ブックレット22頁所収の図を引用）

註：名前は最終段階のもの。［　］内は、「御用留」「御山方御用幷諸事日記」で
記されたその他の名前・呼称である。
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1
　
暮
ら
し
を
支
え
る
お
金
と
物

（
1
）　
江
戸
時
代
の
お
金
の
し
く
み

江
戸
時
代
の
貨
幣

彦
七
家
の
暮
ら
し
を
み
て
い
く
前
に
、
江
戸
時
代
の
お
金
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
に
は
、
お
も
に
金
・
銀
・
銭
の
三
種
類
の
貨
幣
が
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
金
貨
に
は
、

時
代
劇
で
お
な
じ
み
の
小
判
の
ほ
か
、
一い

ち

分ぶ

金き
ん

や
二に

朱し
ゅ

金き
ん

な
ど
の
種
類
が
あ
り
、
小
判
一
枚
が
一

両
に
あ
た
り
ま
す
。
一
両
＝
四
分
、
一
分
＝
四
朱
の
四
進
法
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

だ
い
た
い
金
一
両
で
一
人
が
一
年
間
に
消
費
す
る
米
一
石（
約
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）を
買
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
銀
は
匁も

ん
めが
基
本
単
位
で
、
一
貫か

ん

＝
一
〇
〇
〇
匁
、
一
匁（
約
三
・
七
五
グ
ラ
ム
）＝
一

〇
分ふ

ん

、一
分
＝
一
〇
厘り

ん

、一
厘
＝
一
〇
毛も

う

で
す
。
銀
貨
に
は
丁

ち
ょ
う

銀ぎ
ん

や
豆ま

め

板い
た

銀ぎ
ん

が
あ
り
、重
さ
に
よ
っ

て
価
値
が
決
ま
る
の
で
、
天て

ん

秤び
ん

で
重
さ
を
量
り
な
が
ら
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
庶
民
の
暮

ら
し
の
な
か
で
最
も
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
貨
幣
が
銅
を
主
成
分
と
す
る
銭せ

ん

貨か

で
す
。
銭
貨

一
枚
が
一
文も

ん

に
あ
た
り
、
一
〇
〇
〇
文
で
一
貫
と
な
り
ま
す
。

一
八
世
紀
初
頭
に
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
＝
銭
四
〇
〇
〇
文
と
公
定
相

（
2
）

（
2
）

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博

物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
お
金
の

歴
史
」（https://w

w
w

.im
es.

boj.or.jp/cm
/history/

）お
よ

び
同
館
『
常
設
展
図
録
』（
日
本

銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物

館
、
二
〇
一
七
年
）を
参
照
。
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場
が
定
め
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
時
価
や
場
所
ご
と
に
相
場
は
異
な
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
一
般
的
に
、
高
額
取
引
の
場
面
で
は
、
江
戸
を
中
心

と
す
る
東
日
本
で
は
金
、
大
坂
を
中
心
と
す
る
西
日
本
や
北
陸
で
は
銀
で

価
値
が
表
示
さ
れ
、
少
額
取
引
の
場
合
は
全
国
的
に
銭
が
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
後
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
本
州
の
中
間
部
に
位
置
す
る
加

図4　安政丁銀（内木
哲朗家所蔵）

子
母
村
の
人
び
と
は
、
日
々
の
営
み
の
な
か
で
金
・
銀
・
銭
の
三
つ
の
貨
幣
を
巧
み
に
使
い
分
け

て
い
ま
し
た
。

で
は
、
江
戸
時
代
の
お
金
は
い
ま
の
い
く
ら
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
の
問
題
は
と

て
も
難
し
く
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
世
の
中
の
し
く
み
や
暮
ら

し
が
現
代
と
大
き
く
異
な
り
、
同
じ
名
前
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
差
だ
け
で
な

く
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
貨
幣
の
価
値
も
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
動
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
も
、
江
戸
時
代
の
お
金
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
た
め
、
幕
府
の
公
定
相
場
を
も
と
に
、

米
価
と
労
働
に
対
す
る
賃
金
の
二
つ
か
ら
大
ま
か
に
現
在
の
価
格
を
算
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
た

と
え
ば
、
現
在
の
米
五
キ
ロ
の
平
均
価
格
を
二
一
〇
〇
円
と
し
て
計
算
す
る
と
、
金
一
両
＝
六
万

三
〇
〇
〇
円
、
銀
一
匁
＝
一
五
七
五
円
、
銭
一
文
＝
約
一
六
円
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
現
在
の
大

工
の
日
当
を
一
万
五
〇
〇
〇
円
と
し
て
計
算
を
し
て
み
る
と
、
金
一
両
＝
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
、

銀
一
匁
＝
五
七
五
〇
円
、
銭
一
文
＝
約
八
六
円
で
す
。
こ
こ
で
も
す
で
に
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す

（
3
）

（
3
）

前
掲
註（
2
）。
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が
、
お
お
よ
そ
金
一
両
は
六
万
～
三
〇
万
円
く
ら
い
、
銭
一
文
は
二
〇
～
八
〇
円
く
ら
い
で
イ

メ
ー
ジ
を
す
れ
ば
大
外
れ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

加
子
母
村
の
な
か
の
お
金

彦
七
の
日
記
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
お
金
を
深
掘
り
し
て
み
ま
す
。
た
と
え
ば
、

安
永
三
年（
一
七
七
四
）五
月
一
四
日
の
日
記
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

将し
ょ
う

監げ
ん

源げ
ん

吉き
ち

来き
た

ル
、
兼か

ね
而て
申も

う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

米こ
め

壱い
っ

俵ぴ
ょ
う

申も
う
し

請う
け

度た
く

候そ
う
ろ
う、
当と

う

分ぶ
ん

壱い
ち

分ぶ

持じ

参さ
ん

申も
う
す

由よ
し
ニ
而て
差さ

し

出だ

し
候

そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

悉
こ
と
ご
とク

す
れ
居お

り

申も
う
し

候
そ
う
ら
い

而て
見み

苦
ぐ
る
し
く

相あ
い

見み
え

候そ
う
ろ
う、

尤
も
っ
と
もは

か
り
め
ハ
有こ

れ

之あ
る

様よ
う

相あ
い

見み
え

候
そ
う
ら

へえ

共ど
も

、
桐き

り

の
と
う
も
相あ

い

見み

へえ

不も
う
さ

申ず

、
一い

ち

面め
ん
ニ
光ひ

か

り
申

も
う
す

計
ば
か
り
に

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
得う

け
と
り
え

受
取
申も

う
す

間ま

敷じ
き

旨む
ね

申も
う
し

談だ
ん
じ

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
只た

だ

今い
ま

山や
ま

下し
た

佐さ

平へ
い

次じ

ニ
借か

り
参

ま
い
り

候そ
う
ろ
う、
然

し
か
ら

ハば

か
へえ

可ま
い
る

参べ
き

由よ
し
ニ
而て
相あ

い

越こ
し

候そ
う
ろ
う、
然

し
か
る

図5　元文一分金（日本銀行金融研
究所貨幣博物館所蔵）

処と
こ
ろ

暮く
れ

々ぐ
れ

又ま
た

壱い
ち

分ぶ

持も
ち

来き
た

り
受う

け

取と
る

《
将
監
》
源
吉
が
彦
七
か
ら
米
一
俵
を
買
う
た
め
に
金
一
分
を
支
払
お
う

と
し
た
け
れ
ど
、
源
吉
の
持
っ
て
来
た
一
分
金
の
表
面
が
「
悉
ク
す
れ
」
て

い
て
、「
桐
」
の
模
様
も
見
え
な
い
く
ら
い
光
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
受

け
取
れ
な
い
と
い
う
内
容
で
す
。
一
分
金
は
、
二
セ
ン
チ
×
一
セ
ン
チ
く
ら

い
の
長
方
形
の
金
貨
で
、
文
字
ど
お
り
金
一
分
に
相
当
し
ま
す
。
四
枚
で
金

一
両
に
な
り
ま
し
た
。
一
分
金
の
表
面
に
は
上
下
に
五
三
の
桐
紋
と
中
央
に
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「
一
分
」
の
文
字
、
後
面
に
は
金
貨
の
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

を
担
っ
て
い
た
後
藤
家
を
指
す
「
光み

つ

次つ
ぐ

」
の
文
字
と

花
押
が
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
。
彦
七
の
対
応
か
ら
は
、
刻
印
の
有
無
が
金
貨
の
信
用
に
と
っ
て
大

切
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
受
け
取
り
を
断
ら
れ
た
源
吉
は
、
と
っ
さ
に
近
隣
の

《
山
下
》
佐
平
次
か
ら
借
り
て
支
払
い
を
済
ま
せ
て
お
り
、
一
分
金
が
村
内
で
広
く
流
通
し
て
い

た
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）二
月
六
日
の
日
記
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
日
、《
西
林
》
貞
四
郎
の
嫁
が
彦
七
の
蓄
え
て
い
る
米
を
買
い
に
来
ま
し
た
。
四
升
二
合
を
銭

二
〇
〇
文
で
売
る
こ
と
に
決
め
、
貞
四
郎
の
嫁
は
代
銭
と
し
て
一
〇
〇
文
差
を
二
本
、
彦
七
に
渡

し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
支
払
い
や
運
搬
を
便
利
に
す
る
た
め
、
銭
貨
を
銭ぜ

に

差さ
し（

麻あ
さ

や
藁わ
ら

の

紐ひ
も

）の
穴
に
通
し
て
棒
状
に
ま
と
め
て
使
用
す
る
こ
と
が
あ
り
、
一
〇
〇
文
差
・
三
〇
〇
文
差
・

一
貫
差
な
ど
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。
時
代
劇
な
ど
で
見
覚
え
の
あ
る
方
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
貞
四
郎
の
嫁
が
持
っ
て
来
た
一
〇
〇
文
差
が

短
く
み
え
る
の
で
数
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
百

ひ
ゃ
く

文も
ん
ニ
付つ

き

五ご

文も
ん

ツず

つヽ

不ふ

足そ
く

」
し
て
い
ま

し
た
。
彦
七
は
、
銭
差
二
本
を
返
却
し
て
一
〇
〇
文
差
に
直
し
て
も
ら
い
、
そ
の
う

え
で
支
払
い
を
完
了
し
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
加
子
母
村
の
金
銭
感
覚
を
つ
か
む
た
め
、
彦
七
家
に
出
入
り
し
た
奉
公

人
た
ち
の
給
金
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）一
二
月
一
四
日
の

（
4
）

図6　寛永通宝（日本銀行金融研究
所貨幣博物館所蔵）

（
4
）

江
戸
時
代
に
は
、
九
六
文
し
か

な
い
一
〇
〇
文
差
を
一
〇
〇
文

と
し
て
通
用
さ
せ
る
「
九
六

銭
」
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
文
の
よ
う

に
額
面
通
り
一
〇
〇
文
で
作
っ

た
一
〇
〇
文
差
の
こ
と
を
「
丁

銭
」
と
呼
ん
だ
。
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日
記
に
は
、「
此こ

の

夜よ
る

幸こ
う

次じ

郎ろ
う

来き
た

り
、
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

へ
引ひ

き

合あ
わ
せ、

来ら
い

年ね
ん

壱い
っ

ケか

年ね
ん

給き
ゅ
う

金き
ん

壱い
ち

両り
ょ
う

弐に

分ぶ

弐に

朱し
ゅ

ニ

呑の
み

煙た
ば

草こ

為つ
く
ら

作せ

申も
う
す

筈は
ず

ニ
相あ

い

極き

メ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
善
右
衛
門
と
奉
公
人
幸
次
郎
の
間

で
、
翌
年
一
年
間
の
給
金
を
金
一
両
二
分
二
朱
と
決
め
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
彦
七
家
の
畑
で

自
分
用
の
「
呑の

み

煙た
ば
こ草

」
を
作
る
こ
と
も
許
可
し
ま
し
た
。
こ
の
煙
草
作
り
は
、
第
三
章
で
改
め
て

紹
介
し
ま
す
。
さ
て
、
金
一
両
二
分
二
朱
を
先
ほ
ど
紹
介
し
た
大
工
の
日
当
で
換
算
し
て
み
る
と

約
五
六
万
円
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
安
永
三
年
一
〇
月
一
五
日
、
彦
七
家
で
は
秋
の
農
作
業
に
従

じ
ゅ
う

事じ

し
た
権
吉
へ
、「
日に

っ

数す
う

廿に
じ
ゅ
う

七し
ち

日に
ち

相あ
い

働
は
た
ら
き

候
そ
う
ろ
う

賃ち
ん

銭せ
ん

一い
ち

日に
ち

六ろ
く

拾じ
ゅ
う

文も
ん

充ず
つ

之の

積つ
も
り

壱い
ち

分ぶ

ト
四よ

ん

百ひ
ゃ
く

文も
ん

」
を
渡
し
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
日
当
を
銭
六
〇
文
と
し
て
、
二
七
日
分（
＝
一
六
二
〇
文
）の
金
一
分
と
銭
四
〇
〇
文
を
渡
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
た
大
工
の
日
当
で
換
算
し
て
み
る
と
、
日
当
は
約
五
二
〇
〇
円
、
二

七
日
分
で
約
一
四
万
円
で
す
。
も
ち
ろ
ん
従
事
す
る
作
業
や
奉
公
人
ご
と
に
違
い
は
あ
り
ま
す

が
、
ざ
っ
く
り
と
金
一
両
・
銭
一
文
の
価
値
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
事
な
両
替

江
戸
時
代
の
人
び
と
が
金
・
銀
・
銭
を
遣つ

か

い
分
け
る
う
え
で
、
貨
幣
の
両

り
ょ
う

替が
え

は
不
可
欠
で
し
た
。

加
子
母
村
の
人
び
と
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）五
月
二

三
日
に
は
、
商
人
の
《
神
林
》
丈
助
が
「
両

り
ょ
う

替が
え

い
た
し
呉く

れ

」
と
願
う
の
で
、
彦
七
は
「
歩ぶ

判ば
ん

壱い
ち
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両り
ょ
う

渡わ
た

シ
小こ

判ば
ん

一い
ち

両り
ょ
う

受う
け

取と
る

」
と
あ
り
ま
す
。「
歩
判
壱
両
」
は
一
両
分

の
一
分
金
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
彦
七
は
丈
助
の
持
っ
て
来
た
小
判
一

枚
を
一
分
金
四
枚
に
両
替
を
し
て
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
時

代
、
庶
民
は
小
判
や
一
分
金
の
よ
う
な
大
金
は
め
っ
た
に
使
わ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
銭
貨
を
使
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
日
記
を
読
ん
で
み

る
と
意
外
と
金
貨
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
5
）

図7　元文小判（日本銀行金
融研究所貨幣博物館
所蔵）

も
う
一
つ
両
替
の
記
事
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
安
永
三
年
三
月
一
六
日
の
四よ

つ
時ど

き（
午
前
一
〇
時
）

ご
ろ
、
下し

も

海か
い

道ど
う

の
商
人
喜き

与よ

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

が
彦
七
家
を
訪
れ
ま
す
。
喜
与
十
郎
は
「
銭ぜ

に

弐に

分ぶ

分ぶ
ん

荷に

物も
つ

重お
も

ク
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ

預あ
ず
かり
呉く

れ

」
と
頼
ん
で
き
た
の
で
、
彦
七
は
「
弐に

〆し
め

六ろ
っ

百ぴ
ゃ
く

文も
ん

」
を
預あ

ず
かり
ま
し
た
。
喜
与

十
郎
が
持
っ
て
来
た
二
貫
六
〇
〇
文
を
全
て
一
文
銭（
約
三
・
七
五
グ
ラ
ム
）と
す
る
と
、
総
重
量

は
九
・
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
り
ま
す
。
こ
の
重
さ
の
銭
を
持
っ
て
行
商
を
す
る
の
は
大
変
な
の

で
、
彦
七
に
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
金
貨
と
銭
貨
の
交
換
比
率
は
場
所
や
時

期
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
が
、
こ
の
と
き
は
金
一
分
＝
銭
一
三
〇
〇
文
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
り

ま
す
。
そ
し
て
、
翌
々
一
八
日
に
喜
与
十
郎
が
銭
を
取
り
に
来
る
と
、
彦
七
は
両
替
を
頼
み
ま
す
。

喜き

与よ

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

来き
た
る、
預あ

ず
かり
置お

き

候
そ
う
ろ
う

銭ぜ
に

壱い
ち

分ぶ

分ぶ
ん

買か
い

可も
う
す

申べ
く

候そ
う
ろ
う、
仍

こ
れ
に

之よ
り

小こ

判ば
ん

遣つ
か
わし
可

も
う
す

申べ
く

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
差さ

し

引ひ
き

い
た
し
呉く

れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

ニ
申

も
う
し

談だ
ん
じ

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

歩ぶ

判ば
ん

無こ
れ

之な
き

旨む
ね

相あ
い

答こ
た
え

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
然し

か
らハ

晩ば
ん

程ほ
ど

歩ぶ

判ば
ん

寺て
ら

へ
為も

た

持せ

可
つ
か
わ
す

遣べ
き

旨む
ね

申も
う
し

合あ
わ
せ、

預あ
ず
かり

置お
き

候
そ
う
ろ
う

銭ぜ
に

壱ひ
と

〆し
め

三さ
ん

百び
ゃ
く

文も
ん

相あ
い

渡わ
た

し
壱い

ち

分ぶ

分ぶ
ん

差さ
し

留と
め

置お
く

也な
り

、
仍

こ
れ
に

之よ
り

（
5
）

商
人
と
の
売
買
、
村
民
ど
う
し

の
借
金
な
ど
で
も
小
判
は
使
用

さ
れ
て
い
る
。
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此こ
の

夜よ
る

歩ぶ

判ば
ん

壱い
ち

分ぶ

善ぜ
ん

右う

ゟよ
り

徳と
く

助す
け

寺て
ら

へ
為も

た

持せ

遣つ
か
わス

也な
り

彦
七
は
「
銭
壱
分
分
」
を
買
い
た
い
と
申
し
出
て

小
判
を
差
し
出
し
ま
す
が
、
喜
与
十
郎
は
お
釣
り
の

金
三
分
分
の
「
歩
判
」（
一
分
金
）を
持
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
相
談
の
う
え
、
小
判
を
や
め
て
一

分
金
で
取
り
引
き
を
す
る
こ
と
に
決
め
、
銭
一
貫
三

〇
〇
文
を
喜
与
十
郎
に
返
し
、
残
る
銭
一
貫
三
〇
〇

文
は
彦
七
が
受
け
取
っ
て
、
代
金
一
分
を
奉
公
人
徳

助
が
喜
与
十
郎
の
い
る
法ほ

う

禅ぜ
ん

寺じ

ま
で
届
け
て
い
ま

す
。こ

こ
で
も
小
判
が
登
場
し
ま
す
が
、
喜
与
十
郎
が

お
釣つ

り

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
、
や
は
り
日
常
で
は
遣
い
に
く
か
っ
た
よ
う
で
、
使

い
勝
手
の
よ
い
銭
貨
へ
の
両
替
が
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
商
人
た
ち
は
、
商
品
だ
け
で
な

く
モ
ノ
と
し
て
の
貨
幣
を
村
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

（
2
）　
彦
七
家
の
収
入

つ
ぎ
に
、
日
記
か
ら
読
み
取
れ
る
彦
七
家
の
収
入
と
支
出
の
内
容
を
大
ま
か
に
整
理
し
て
み
ま
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す
。
ま
ず
収
入
と
し
て
は
、
①
米
穀
の
販
売
、
②
商
品
作
物
の
販
売
、
③
田
畑
の
小
作
料
、
④
御

扶
持
米
の
受
給
、
⑤
御
山
方
御
用
に
か
か
る
手
当
の
受
給
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
、
貸
金
の

利
息
な
ど
不
定
期
の
収
入
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
④
・
⑤
は
御
山
守
と
い
う
特
別
な
職
務
に

か
か
る
彦
七
家
独
自
の
費
目
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
収
入
は
一
般
的
な
農
家
の
家
計
と
同
じ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

彦
七
の
御
扶
持
米

は
じ
め
に
、
彦
七
家
独
自
の
御
扶
持
米（
収
入
④
）に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
ま
す
。
彦
七
は
、

尾
張
藩
の
木
曽
材
木
方
か
ら
御
山
守
の
給
料
で
あ
る
五
人
扶
持
を
毎
年
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
で
は
、
武
士
一
人
の
一
日
の
生
計
費
用
を
米
五
合
と
見み

做な

し
て
、
一
か
月
で
一い

っ

斗と

五ご

升し
ょ
う、
一
年
間
で
一
石こ

く

八
斗と

と
算
定
し
、
藩
ご
と
に
違
い
は
あ
り
ま
す
が
一
般
的
に
一
石
八
斗
を
一

人
扶
持
と
し
ま
し
た
。
五
人
扶
持
は
九
石
に
あ
た
り
、
彦
七
の
場
合
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）に

は
八
石
三
斗
あ
ま
り
を
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。

や
や
長
く
な
り
ま
す
が
、
同
年
二
月
二
五
日
の
日
記
か
ら
、
御
扶
持
米
支
給
の
流
れ
を
た
ど
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

九こ
こ
のツ
比ご

ろ

付つ
け

知ち

七し
ち

り
来き

た

ル（
中
略
）内う
ち

詰づ
め

両り
ょ
う

氏し

ゟよ
り

三さ
ん

月が
つ

分ぶ
ん

御ご

扶ふ

持ち

方か
た

書か
き

替か
え

壱い
っ

通つ
う

来き
た

ル（
中
略
）徳と
く

助す
け

万ま
ん

ヶが

ゟよ
り

畳た
た
み

表お
も
て

拾じ
ゅ
う

枚ま
い

買か
い

来き
た

ル
、
仍

こ
れ
に

之よ
り

九こ
こ
のツ

比ご
ろ

ゟよ
り

御ご

扶ふ

持ち

方か
た

受う
け

取と
り

ニ
庄

し
ょ
う

屋や

へ
遣つ

か
わス

、
尤

も
っ
と
も

正
し
ょ
う
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月が
つ

分ぶ
ん

ゟよ
り

三さ
ん

月が
つ

分ぶ
ん

迄ま
で

書か
き

替か
え

配は
い

符ふ

三さ
ん

通つ
う

為も
た

持せ

遣つ
か
わス

也な
り

、
然

し
か
る

処と
こ
ろ

引ひ
き

起お
こ

シ
五ご

俵ひ
ょ
う

受う
け

取と
り

、
利り

左ざ

衛え

門も
ん

迄ま
で

出だ

シ
置お

き

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
壱い

っ

俵ぴ
ょ
う

背せ

負お
い

来き
た

ル
、
配は

い

符ふ

ニ
而て

三さ
ん

通つ
う

之の

受う
け

取と
り

書し
ょ

庄し
ょ
う

屋や

よ
り
差さ

し

越こ
し

、
徳と

く

助す
け

受う
け

取と
り

来き
た
り

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
則

す
な
わ
ち

引ひ
き

起お
こ
し

五ご

俵ひ
ょ
う

之の

受う
け

取と
り

書し
ょ

相あ
い

認
し
た
た
め

調ち
ょ
う

印い
ん

、
庄

し
ょ
う

屋や

へ
徳と

く

助す
け

為も
た

持せ

遣つ
か
わ
す（

中
略
）

不あ
い

相か
わ
ら

替ず

御ご

扶ふ

持ち

方か
た

頂ち
ょ
う

戴だ
い

仕
つ
か
ま
つ
り、

難あ
り

有が
た
き

仕し

合
あ
わ
せ

ニ
奉

ぞ
ん
じ

存
た
て
ま
つ
り

候そ
う
ろ
う、

仍
こ
れ
に

之よ
り

亀か
め

之の

助す
け

壱ひ
と

樽た
る

取と
り

寄よ

セ
、

皆み
な

々み
な

為の
ま

呑せ

祝い
わ

ひい

申も
う
すナ

リ（
中
略
）徳と
く

助す
け

四よ
ん

俵ひ
ょ
う

持も
ち

届と
ど

ケ
、
壱い

っ

俵ぴ
ょ
うハ

升ま
す

屋や

ニ
預あ

ず

ケ
置お

き

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

九こ
こ
のつ
時ど

き（
正
午
）ご
ろ
、
付
知
村
の
「
七し

ち

り
」（
七し
ち

里り

役や
く

＝
村
ご
と
に
置
か
れ
た
継
ぎ
送
り
役
）が
来
て
、

翌
三
月
分
の
「
御ご

扶ふ

持ち

方か
た

書か
き

替か
え

」（
書か
き

替か
え

証し
ょ
う

文も
ん

）を
含
む
木
曽
材
木
方
か
ら
の
御
用
状
を
届
け
て
く

れ
ま
し
た
。
こ
の
木
曽
材
木
方
か
ら
加
子
母
村
庄
屋
に
宛
て
た
書
替
証
文
に
は
、
月
ご
と
の
御
扶

持
米
の
額
面
に
「
御お

ん

物も
の

成な
り

置お
き

米ま
い

之の

内う
ち

を
以

も
っ
て

如か
く
の

此ご
と
く

相あ
い

渡わ
た
し

可も
う
さ

被る

申べ
く

」
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
御
扶
持
米
は
木
曽
材
木
方
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
書
替
証
文
を
庄
屋

に
提
出
し
、
加
子
母
村
の
郷ご

う

蔵く
ら

に
蓄た

く
わえ
ら
れ
て
い
る
尾
張
藩
へ
の
年
貢
米
か
ら
受
け
取
る
と
い
う

仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

御
扶
持
米
の
受
け
取
り
は
、
彦
七
家
の
奉
公
人
た
ち
の
仕
事
で
し
た
。
こ
の
日
は
徳
助
が
庄
屋

の
政ま

さ

右え

衛も

門ん

を
訪
ね
、
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
三
か
月
分
の
御
扶
持
米
五
俵
を
ま
と
め
て
受
け

取
っ
て
い
ま
す
。
徳
助
は
ひ
と
ま
ず
五
俵
を
知
人
の
杣そ

ま

頭が
し
ら

利
左
衛
門
の
屋
敷
ま
で
運
び
、
そ
の

う
ち
一
俵
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
別
の
日
に
徳
助
が
御
扶
持
米
を
受
け
取
っ
た
際
に

は
、「
栗く

り

毛げ

」
を
牽
い
て
「
二に

駄だ

四よ
ん

俵ひ
ょ
う

取と
り

来き
た

ル
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
た
く
さ
ん
運
ぶ
際

（
6
）

（
6
）

木
曽
材
木
方
と
の
書
類
の
伝
達

は
、
太
田
尚
宏
「
尾
張
藩
『
御

山
守
』
の
職
域
形
成
と
記
録

類
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』

一
四
、
二
〇
一
八
年
）お
よ
び

田
原
昇
・
芳
賀
和
樹
『
尾
張
藩

林
政
の
な
か
の
御
山
守
』（
徳
川

林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
一

年
）、
第
三
章
を
参
照
。
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は
馬
を
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
政
右
衛
門
か
ら
彦
七
へ
の
書
替
証
文
三
通
の
「
受う

け

取と
り

書し
ょ

」、
彦
七
か
ら
政
右
衛
門
へ

の
「
引ひ

き

起お
こ
し

五ご

俵ひ
ょ
う

之の

受う
け

取と
り

書し
ょ

」
が
そ
れ
ぞ
れ
交か

わ
さ
れ
、
手
続
き
は
完
了
で
す
。
さ
ら
に
日
記
に

は
「
不あ

い

相か
わ
ら

替ず

御ご

扶ふ

持ち

方か
た

頂ち
ょ
う

戴だ
い

仕
つ
か
ま
つ
り、

難あ
り

有が
た
き

仕し

合あ
わ
せ」

と
あ
り
、「
皆み

な

々み
な

」
に
酒
を
呑の

ま
せ
て
祝
う

様
子
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
彦
七
に
と
っ
て
尾
張
藩
か
ら
の
御
扶
持
米
は
、
自
身
が
御
山
守
と
い

う
特
別
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
う
え
で
も
大
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

米
穀
の
販
売
と
小
作

御
扶
持
米
は
彦
七
家
で
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
余
剰
分
を
近
隣
の
村
民
や
商
人
へ
販
売
す
る
こ

と
で
貴
重
な
現
金
収
入
に
も
な
り
ま
し
た（
収
入
①
）。

た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
二
七
日
に
は
、《
林
》
善
九
郎
の
嫁
が
「
米こ

め

売う
り

呉く
れ

」
と

彦
七
に
頼
ん
で
き
た
の
で
、「
百

ひ
ゃ
く

文も
ん

ニ
付つ

き

弐に

升し
ょ
う

弐に

合ご
う

く
ら
い
」
な
ら
売
れ
る
と
提
案
し
、「
三さ

ん

百
び
ゃ
く

文も
ん

分ぶ
ん

六ろ
く

升し
ょ
う

六ろ
く

合ご
う

」
を
売
っ
て
い
ま
す
。「
次し

第だ
い

ニ
世せ

話わ

敷し
く

」
な
っ
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
、
前
述

し
た
安
永
三
年（
一
七
七
四
）二
月
の
よ
う
に
数
か
月
分
の
御
扶
持
米
を
先
ん
じ
て
受
け
取
る
場
合

は
多
く
あ
り
、
御
扶
持
米
は
臨
機
応
変
に
彦
七
家
の
家
計
を
支
え
て
く
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
同
年
三
月
九
日
に
彦
七
家
に
訪
れ
た
《
将
監
》
お
か
ね
は
、「
御ご

扶ふ

持ち

方か
た

（
7
）

（
8
）

（
8
）

前
掲
註（
7
）。
こ
の
と
き
は
、

ま
だ
書
替
証
文
が
届
い
て
い
な

い
五
・
六
月
分
を
含
め
た
四
～

六
月
の
三
か
月
分
の
御
扶
持
米

を
ま
と
め
て
受
け
取
っ
て
い

る
。

（
7
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

四
月
二
二
日
条
。
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御お
ん

受う
け

取と
り

候そ
う
ら

ハわ

ばヽ

又ま
た

々ま
た

米こ
め

御お

売う
り

被な
ら

成れ

間ま

敷じ
く

哉や

」
と
御
扶
持
米
の
販
売
を
頼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
と

き
は
、
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
断
っ
て
い
ま
す
が
、
近
隣
の
村
民
に
と
っ
て
も
彦
七

の
御
扶
持
米
が
生
活
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
う
し
た
御
扶
持
米
を
含
む
米
穀
に
く
わ
え
、
彦
七
家
で
作
っ
て
い
た
楮こ

う
ぞ・

煙た
ば

草こ

・
繭ま

ゆ

・
麻あ

さ

な

ど
の
商

し
ょ
う

品ひ
ん

作さ
く

物も
つ

の
販
売
も
家
計
の
支
え
と
な
っ
て
い
ま
い
た（
収
入
②
）。
こ
ち
ら
は
、
第
三
章
で

詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
作
物
に
関
連
し
た
収
入
と
し
て
、
小こ

作さ
く

料
が
あ
り
ま
し
た（
収
入
③
）。
彦
七
家
で
は
、

田
畑
を
近
隣
の
村
民
に
貸
し
与
え
て
お
り
、
毎
年
一
〇
～
一
二
月
ご
ろ
に
小
作
料
の
納
入
が
お
こ

な
わ
れ
ま
し
た
。
明
和
五
年
は
一
〇
月
一
日
が
小
作
料
の
受
け
取
り
日
で
、《
神
林
》
の
丈
助
・

《
野
》
喜
助
の
弟
与
市
・《
冨
田
》
の
次
郎
兵
衛
・《
野
》
の
源
六
・《
紺
屋
》
の
お
さ
ん
・
坂
東
金

の
善
左
衛
門
の
娘
・《
田
丸
屋
》
の
家
来
の
ほ
か
、《
中
洞
》
の
利
右
衛
門
な
ど
が
米
を
持
っ
て
来

て
い
ま
す
。
彦
七
は
「
壱ひ

と

樽た
る

取と
り

寄よ

セ
皆み

な

々み
な

へ
為の

ま

呑せ

申も
う
す」
と
、
酒
を
振
る
舞
っ
て
小
作
人
た
ち
を
労

ね
ぎ
ら

い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
月
一
七
・
二
〇
日
に
彦
七
家
を
訪
れ
た
《
野
中
》
の
杢
次
郎
と
《
か
じ
や
》

平
次
郎
の
嫁
は
「
畑は

た

年ね
ん

貢ぐ

三さ
ん

百び
ゃ
く

文も
ん

」
を
支
払
っ
て
お
り
、
畑
の
小
作
料
は
銭
で
納
入
し
て
い
た

よ
う
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
御
扶
持
米
や
作
物
の
売
買
、
小
作
料
の
納
入
な
ど
日
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
お
金
が
登
場
し
て
い
ま
す
。「
助す

け

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

内な
い

舞ま
い

茸た
け

此こ
の

節せ
つ

持も
ち

来き
た

り
、
お
い
く
米こ

め

壱い
っ

升し
ょ
うニ

而て
買こ

れ
を

之か
う

也な
り

」

（
9
）

（
9
）

地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
耕
作

を
す
る
小
作
人
が
現
物
や
貨
幣

で
支
払
う
使
用
料
。



─ 18 ─

（
安
永
三
年
九
月
一
八
日
）の
よ
う
に
、
物ぶ

つ

々ぶ
つ

交こ
う

換か
ん

が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

日
記
か
ら
は
貨
幣
経
済
が
浸
透
す
る
加
子
母
村
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

（
3
）　
日
記
に
み
る
彦
七
家
の
買
い
物

そ
れ
で
は
、
彦
七
家
は
お
金
を
ど
の
よ
う
に
遣つ

か

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
記
か
ら
う
か
が

え
る
彦
七
家
の
支
出
と
し
て
は
、
①
品
物
の
購
入
、
②
労
働
へ
の
支
払
い（
職
人
、
農
作
業
の
手
伝
い

な
ど
）、
③
奉
公
人
の
給
金
、
彦
七
家
独
自
の
支
出
で
あ
る
④
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

に
か
か
る
支
払
い（
御お

山や
ま

見み

廻ま
わ

り
中
の
食
料
費
な
ど
）が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

本
節
で
は
、
①
品
物
の
購
入
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
日
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
購
入
品
を
一
覧

に
し
た
の
も
が
次
頁
の
表
で
す
。
こ
れ
ら
の
品
物
は
、
基
本
的
に
村
内
外
の
商
人
た
ち
か
ら
購
入

し
て
お
り
、
加
子
母
や
近
隣
の
村
民
か
ら
購
入
し
た
場
合
の
み
「
備
考
」
欄
に
売
り
手
を
記
し
ま

し
た
。

紙
幅
の
都
合
で
す
べ
て
を
網も

う

羅ら

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
塩
・
海
産
物
、
綿わ

た

、
木

綿
織
な
ど
の
織
物
、
皿
・
茶
碗
な
ど
の
陶
磁
器
・
漆
器
、
鍋
や
鎌か

ま

な
ど
の
金
物
の
よ
う
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
生
活
必
需
品
を
商
人
か
ら
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
塩
、
海
産

物
、
衣
類
の
三
つ
に
注
目
し
、
彦
七
家
の
暮
ら
し
を
支
え
た
買
い
物
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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№ 品物 数量 直段 購入年月 備考年 月日
塩
1 塩 （4斗6升8合）780文 宝暦13年 1/29 100文につき6升
2 塩 4俵余 1分756文 明和2年 2/28 100文につき5升　
3 塩 2斗3合 366文 明和5年 2/19 100文につき5升5合
4 塩 3斗1升 551文 明和9年 2/28 100文につき5升6合
5 塩 2斗2升2合 690文 安永2年 2/26 100文につき3升2合
6 塩 3斗6升6合 1貫219文 安永2年 3/13 100文につき3升
7 塩 3斗6合 983文 安永2年 11/12 100文につき3升1合
8 塩 3斗3升 （1貫31文） 安永3年 1/12 100文につき3升2合
海産物
9 鰯 60尾 84文 宝暦13年 12/20
10 鰯 73尾 100文 明和2年 12/19
11 鰯 10尾 12文 明和2年 12/22
12 鰯 10尾 25文 明和5年 2/6
13 鰯 10尾 8文 明和5年 12/22
14 鰯 70尾 109文 明和9年 12/19
15 小鯖 12尾 100文 宝暦13年 12/26
16 鯖 10尾 100文 明和2年 4/13
17 鯖 15尾 100文 明和5年 12/23
18 鯖 20尾 100文 安永3年 3/23
19 鮪 550匁 136文 宝暦13年 12/21
20 鮪 280匁 50文 明和5年 12/10
21 大鰹 1尾 432文 安永2年 12/23
22 鰹 11尾 100文 明和2年 12/19
23 鰤 1尾 550文 宝暦13年 12/20
24 細魚（干物） 12枚 48文 明和2年 3/2
25 細魚干物 15枚 48文 明和9年 2/16
26 平鰺 1尾 62文 安永3年 5/27
27 海老 2升　 64文 明和5年 12/23
28 海老 1升 50文 明和9年 12/28
29 鰹節 4節 100文 明和2年 7/12 《酒屋》平八から。
30 切昆布 85匁 22文 明和5年 12/8
その他の食べ物
31 もち米 2升5合 100文 明和2年 2/30 半助から。
32 麦 8斗4升 2分 明和5年 2/22 《田ノ上》から。
33 稗 2斗4升 300文 明和2年 10/30 付知村の清助から。
34 蕎麦 5升 100文 安永3年 10/4 付知村の《野》幸助から。
35 素麺 300匁 100文 安永3年 10/8
36 茶 100匁 45文 明和2年 7/13 角領の金次郎から。
37 豆腐 11丁 206文 明和5年 2/17
38 豆腐 5丁 70文 明和5年 12/22
39 ところてん ― 36文 安永2年 7/12
40 酒 ― 4貫200余文 宝暦13年 12/27《田丸屋》へツケ払い。
41 酒 ― 2貫985文 宝暦13年 12/23《酒屋》へツケ払い。
42 酒 ― 2貫942文 明和9年 12/25《酒屋》へツケ払い。
43 酒糟 4升5合 100文 明和5年 2/9 《酒屋》から。
44 酢 1合 7文 明和5年 12/13
45 酢 3合 24文 明和9年 2/11 《将監》源吉から。
46 小糠 1斗6升 100文 宝暦13年 1/20 《田丸屋》から（味噌作り用）。

表　「御山方御用幷諸事日記」にみる彦七家の買い物
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綿
47 綿 120匁 200文 宝暦13年 1/11
48 綿 160匁 272文 明和5年 3/22 100文につき58匁。
49 綿 600匁 1分 明和9年 10/30 1分につき580匁。
50 綿 550匁 1分 安永3年 2/18
51 綿 80匁 200文 安永3年 10/23
織物
52 木綿 1反 400文 宝暦13年 2/21
53 嶋木綿 2反 1分 宝暦13年 2/26
54 木綿 1反 465文 宝暦13年 12/19
55 木綿 1反 450文 明和2年 11/15
56 木綿 2丈 352文 明和9年 2/16
57 木綿 1反 565文 安永3年 3/15
58 木綿 1丈4尺 288文 安永3年 3/15
59 木綿 5尺 104文 安永3年 4/4
60 嶋（木綿） 1尺8寸 47文 安永3年 3/15
61 絞 4尺2寸 105文 安永3年 2/27
62 絞 6尺 150文 安永3年 3/15
63 絞 2尺6寸 57文 明和5年 12/8
64 黒紬 2尺5寸 3匁7厘 安永3年 5/12
65 花色絹 2尺5寸 1匁7分 安永3年 5/12
66 太織 1反2丈7尺 1分 安永3年 11/20《紺屋》から。太い練り絹糸で織った絹織物。
67 布 1丈5尺 150文 明和5年 2/18 《紺屋》から（暖簾用）。
68 赤嶋 1尺5寸 33文 明和9年 1/13 おまつが購入（産着紐用）。
衣類
69 秩父単衣羽織 1枚 1分100文 明和2年 7/1
70 紬袷羽織 1枚 1分724文 明和9年 12/7
71 古手袷羽織 1枚 750文 明和9年 12/9 武助が着用。
72 古手女子袷 1枚 1分100文 明和9年 11/10 おそよが着用。
73 帷子 ― 24匁 明和5年 2/6
74 羽織紐 2つ 24文 安永3年 2/24
75 羽織紐 1つ 1匁2分5厘 安永3年 5/12
染め
76 染代 ― 52文 明和5年 12/22《紺屋》へツケ払い。
77 染代 ― 1貫58文 明和5年 12/26 付知村《紺屋》へツケ払い。
78 買物代 ― 261文
79 下屋染代 ― 358文
80 染代 ― 1貫103文 明和9年 12/26《紺屋》へツケ払い。
81 木綿染め 1反 18文 安永3年 3/23 《紺屋》から。
82 布染め 5尋1尺余 26文 安永3年 3/23
83 枷染め ― 80文 安永3年 6/9 名古屋に行く《冨田》次郎兵衛へ依頼。
84 襦袢染め ― 8文 安永3年 7/29 《紺屋》から。
日用品
85 饂飩皿・琖・小皿 各20人前 2分67文 明和5年 5/15
86 天目茶碗 5つ 28文 明和5年 12/12
87 六升鍋 1つ 480文 明和2年 12/19
88 一升五合鍋 2つ 360文 明和2年 12/19
89 鍋 1つ 400文 明和9年 2/11 《将監》源吉から。
90 杓子 2本 12文 明和9年 2/11 《将監》源吉から。
91 徳利 1つ 12文 明和9年 7/11
92 茶釜 5升 500文 安永3年 3/1 《上いつみ》儀助から。
93 油 1竿 116文 明和2年 7/1
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94 油 1竿 108文 明和5年 2/6
95 油竹筒 1つ 164文 明和5年 12/24
96 蝋燭 2つ 10文 明和9年 7/14
97 小提灯 1つ 7文 明和9年 7/14
98 畳 10枚 1分＋200文 安永3年 2/25 万賀の長左衛門から。
99 ふとん ― 1分 安永3年 11/24
100 夜着 1つ 2分2朱 安永3年 10/3
101 夜着の古綿 1つ 1分800文 安永3年 10/26
102 反物 1枚 安永3年 10/26
103 手拭 4尺8寸 108文 明和2年 2/20
104 足袋 4尺1寸 85文 安永3年 2/1
105 鎌 3丁 270文 明和5年 11/18
106 大鎌 1丁 174文 明和9年 11/17
107 木鎌 1丁
108 小鎌 1丁
109 板笠 4蓋 100文 明和2年 2/14
110 三度笠 ― 53文 明和2年 5/5 小郷の勘兵衛から（サイズが大きいため転売）。
111 桧笠 2蓋 48文 明和9年 1/16
112 筵 8枚 200文 明和2年 12/26
113 ゴザ 1枚 70文 明和9年 7/14
装身具・嗜好品
114 元結 1つ 18文 宝暦13年 9/7 川上村の伊兵衛が中津川で調達。
115 亀甲差櫛 1枚 340文 安永3年 3/5 付知村の清助が名古屋で調達。
116 煙管（羅宇とも） 1本 32文 明和5年 5/23 《紺屋》から。
117 煙管　 1本 55文 安永3年 10/3

118 羅宇 ― 2文 安永3年 3/15 煙管のたばこを詰める雁首と吸い口を繋ぐ竹
の管。

119 抹香 1升 20文 明和2年 2/2 越原の文右衛門から。
紙
120 飛騨紙 1束 300文 宝暦13年 1/5 勘兵衛が調達。
121 飛騨小紙 1帖 29文 宝暦13年 12/24
122 飛騨紙 2帖 67文 安永3年 2/23
123 竹原紙 1束 342文 安永3年 3/18 小郷の喜与助が調達。1帖につき33文。
薬
124 薬 約40服 500文 宝暦13年 12/23 医師玄徳へツケ払い。
125 薬 12服 200文 宝暦13年 12/23 医師慶玄へツケ払い。
126 薬 ― 3分 安永3年 12/28 医師玄徳へツケ払い。
127 人参 ― 安永3年 12/28
128 薬 ― 600文 安永3年 12/29 医師与蔵・平助へツケ払い。
129 膏薬 1包 8文 安永3年 3/28
130 口中薬 1服 32文 安永3年 4/1
131 口中薬 1服 24文 安永3年 4/1
132 八味地黄丸半剤 ― 682文 安永3年 5/12 《升屋》利左衛門が調達。「腎」の薬。

133 六味地黄丸 1曲 700文 明和9年 2/3 吉金組組頭の清次郎が名古屋で調達。
八味地黄丸から桂皮・附子を抜いたもの。

134 蜜つぼ 1合 120文 明和9年 7/14 薬用。
135 木香丸 14袋 278文 安永3年 5/10 腹痛の治療薬。
136 桔梗湯？ 1包 安永3年 5/10
137 巨勝子円 2箱 ― 安永3年 6/9 腎臓の薬。
138 肉桂 2匁 ― 安永3年 6/9 クスノキ科の常緑高木。根皮を薬用に用いる。
139 安神散 1つ 32文 安永3年 6/12 婦人病の治療薬。
140 振出薬 1つ 安永3年 6/12 湯に溶かして飲む薬
141 馬の蚤薬 ― 32文 明和9年 2/20 《中切》惣左衛門から。
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欠
か
せ
な
い
塩

ま
ず
大
切
な
の
は
、
山
村
で
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
栄
養
源
を
補お

ぎ
なっ

て
く
れ
る
食
材
の
確
保
で

す
。
な
か
で
も
、
塩
は
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
彦
七
家
で
は
、
例
年
一
～

二
月
を
中
心
に
塩
売
り
か
ら
塩
を
購
入
し
て
い
ま
し
た
。
明
和
九
年（
一
七
七
一
）二
月
二
八
日
の

日
記
を
例
に
、
塩
の
買
い
方
を
み
て
み
ま
し
ょ
う（
表
№
4
）。

四よ

ツ
比ご

ろ

久く

田た

見み

塩し
お

売う
り

来き
た

ル
、
百

ひ
ゃ
く

文も
ん
ニ
付つ

き

五ご

升し
ょ
う

六ろ
く

合ご
う
ニ
長な

が

嶋し
ま
ニ
而て

武た
け

助す
け

相あ
い

極き

メ
、
桑く

わ

原ば
ら

に
て
相あ

い

渡わ
た

し
、
銭ぜ

に

受う
け

取と
り

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

申も
う
し

合あ
わ
せ

差さ
し

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
き

、
則

す
な
わ
ち

受う
け

取と
る

、
升

し
ょ
う

数す
う

三さ
ん

斗と

壱い
っ

升し
ょ
うニ
而て

五ご

百
ひ
ゃ
く

丁ち
ょ
う

五ご

拾じ
ゅ
う

壱い
ち

文も
ん

相あ
い

渡わ
た

し
遣つ

か
わス

也な
り

、
九こ

こ
のツ

前ま
え

比ご
ろ

又ま
た

塩し
お

売う
り

来き
た

り
、
五ご

升し
ょ
う

七な
な

合ご
う

、
弐に

斗と

壱い
っ

升し
ょ
うに

て

三さ
ん

百び
ゃ
く

六ろ
く

拾じ
ゅ
う

六ろ
く

文も
ん
ニ
買

こ
れ
を

之か
う

也な
り

四よ

つ
時ど

き（
午
前
一
〇
時
）ご
ろ
、
久
田
見（
岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
西
北
部
お
よ
び
七
宗
町
南
部
）の
塩
売

り
が
加
子
母
村
を
訪
れ
ま
し
た
。
次
男
の
武
助
と
塩
売
り
が
交
渉
を
し
て
一
〇
〇
文
に
つ
き
五
升

六
合
と
値
段
を
決
め
、
彦
七
が
三
斗
一
升
の
塩
を
受
け
取
り
、
五
五
一
文
を
支
払
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
日
は
九
つ
時（
正
午
）前
に
も
別
の
塩
売
り
が
彦
七
の
家
を
訪
れ
ま
し
た
。
こ
の
塩

売
り
と
は
、
一
〇
〇
文
に
つ
き
五
升
七
合
と
久
田
見
の
塩
売
り
よ
り
安
く
直
段
を
決
め
、
三
六
六

文
で
二
斗
一
升
を
購
入
し
て
い
ま
す
。「
此こ

の

日ひ

塩し
お

売う
り

大お
お

勢ぜ
い

来き
た

り
」（
安
永
三
年
一
月
一
二
日
）と
い
う
記

述
も
あ
る
よ
う
に
、
複
数
の
「
塩
売
」
が
加
子
母
村
に
出
入
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

塩
は
、
調
味
料
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
味み

噌そ

作
り
の
材
料
に
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
彦
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七
家
で
は
、
例
年
一
月
頃
に
味み

噌そ

玉だ
ま

を
作
り
、
屋
根
か
ら

吊つ

り
下
げ
た
味
噌
玉
が
自
然
発
酵
す
る
二
月
下
旬
に
「
味

噌
は
た
き
」
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
味
噌
は
た
き
」

は
、
味
噌
玉
を
つ
ぶ
し
て
水
・
塩
な
ど
と
混
ぜ
て
桶
に
詰

め
て
い
く
作
業
で
す
が
、
こ
の
と
き
に
大
量
の
塩
が
必
要

に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
塩
そ
し
て
味
噌
は
、
米
・
茶

と
と
も
に
御
山
見
廻
り
時
の
携
帯
食
と
し
て
も
欠
か
せ
な

い
食
料
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
塩
の
値
上
が
り
は
彦
七
に
と
っ
て
悩
み
の

（
10
）

（
11
）

（
11
）

加
子
母
村
誌
編
纂
委
員
会
編

『
加
子
母
村
誌
』（
加
子
母
村
、

一
九
七
二
年
）四
七
六
頁
お
よ

び
仲
泉
剛
・
萱
場
真
仁
『
四

季
折
々
の
暮
ら
し
と
文
化
─

江
戸
時
代
の
“
か
し
も
生
活
”

②
─
』（
徳
川
林
政
史
研
究
所
、

二
〇
二
一
年
）、
六
〇
頁
を
参

照
。

（
10
）

彦
七
家
で
は
、
一
月
一
〇
日
前

後
に
味
噌
の
原
料
と
な
る
大
豆

や
米
糠
な
ど
を
釜
で
蒸
す
「
味

噌
た
き
」
を
お
こ
な
い
、
翌
日

に
そ
れ
ら
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
つ

ぶ
し
、
球
状
に
こ
ね
て
味
噌
玉

を
つ
く
る
「
味
噌
こ
ね
」
と
い

う
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

種
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
翌
年
の
安
永
二
年（
一
七
七
三
）二
月
二
六
日
、
塩
の
価
格
が
一

〇
〇
文
に
つ
き
三
升
二
合
と
急
騰
し
て
し
ま
い
ま
す（
表
№
5
）。
こ
の
と
き
は
、
二
斗
二
升
二
合

を
六
九
〇
文
で
購
入
し
ま
し
た
が
、
日
記
に
は
「
余あ

ま

り
高こ

う

直じ
き
ニ
相あ

い

成な
り

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
塩し

お

代だ
い

少し
ょ
う

々し
ょ
う

為て
つ

手だ
わ
せ伝
、
六ろ

っ

百ぴ
ゃ
く

四よ
ん

拾じ
ゅ
う

八は
ち

文も
ん

善ぜ
ん

右う

ニ
渡わ

た

ス
」
と
あ
り
ま
す
。
塩
が
値
上
が
り
し
た
た
め
、
代
銭
六
九

〇
文
の
う
ち
四
二
文
を
長
男
の
善
右
衛
門
に
支
払
っ
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
す
。
値
上
が
り
の
理
由

は
不
明
で
す
が
、
翌
年
も
価
格
は
下
が
ら
ず
、
苦
し
い
出
費
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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（
12
）

前
掲
註（
11
）『
加
子
母
村
誌
』、

四
七
三
頁
。

海
の
幸

日
々
の
食
膳
を
彩い

ろ
どる

海
産
物
も
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。
日
記
を
み
て
み
る
と
、
鰯い

わ
し・

鯖さ
ば

・
細さ

魚よ
り

・

鰺あ
じ

・
鱈た

ら

・
鮪ま

ぐ
ろ・

鰤ぶ
り

・
鰹か

つ
お・

鯛た
い

・
海え

老び

・
昆こ

ん

布ぶ

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
海
の
幸
が
加
子
母
村
に
も
た
ら
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
鰯
は
干ひ

物も
の

に
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
以
外
の
魚
は
基
本
的
に

塩
漬
け
に
さ
れ
て
運
ば
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。

（
12
）

魚
の
購
入
の
事
例
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
宝
暦
一

三
年（
一
七
六
三
）一
二
月
二
〇
日
の
日
記
に
は
、「
昼ひ

る

頃ご
ろ

飛ひ

騨だ

商し
ょ
う

人に
ん

来き
た

り
、
鰤ぶ

り

壱い
っ

本ぽ
ん

、
五ご

百ひ
ゃ
く

五ご

拾じ
ゅ
う

文も
ん
ニ

而て

買こ
れ
を

之か
う（

中
略
）此こ
の

日ひ

飛ひ

騨だ

い
わ
し
も
持も

ち

来き
た

り
、
数か

ず

六ろ
く

拾じ
ゅ
う、

八は
ち

拾じ
ゅ
う

四よ
ん

文も
ん
ニ
買か

う

也な
り

」
と
あ
り
、
飛ひ

騨だ

の
商
人

か
ら
五
五
〇
文
の
鰤
一
本
と
約
六
〇
尾
の
鰯
を
八
四

文
で
買
っ
て
い
ま
す（
表
№
23
）。

彦
七
家
で
は
、
加
子
母
川
な
ど
で
獲
れ
る
川
魚
に

く
わ
え
て
、
比
較
的
安
価
な
鰯
や
細
魚
を
日
頃
か
ら

食
膳
に
並
べ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
表
か
ら
は
年
末

に
か
け
て
海
産
物
を
購
入
す
る
傾
向
も
う
か
が
え
ま

す
。
か
つ
て
日
本
各
地
に
は
、
大
晦
日
の
食
事
を
一
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（
13
）

山
本
志
乃
「
市
と
行
商
」（
川
森

博
司
・
山
本
志
乃
・
島
村
恭
則

『
日
本
の
民
俗
3　

物
と
人
の

交
流
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

八
年
）参
照
。「
年
取
り
魚
」
の

分
布
は
、
長
野
県
を
境
と
し
て

東
日
本
の
鮭
と
西
日
本
の
鰤
に

二
分
さ
れ
る
と
い
う
。

年
で
も
っ
と
も
特
別
な
食
事
と
考
え
、「
年と

し

取と

り
魚ざ

か
な」（

高
級
な
大
型
魚
）を
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
あ

り
ま
し
た
。「
年
取
り
魚
」
を
買
う
た
め
に
は
相
当
の
財
力
が
必
要
で
、
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
鰤
や
鮪（
表
№
19
・
20
）「
大だ

い

鰹か
つ
お」（

表
№
21
）も
「
年
取
り
魚
」
と
し

て
彦
七
家
の
大
晦
日
の
食
膳
を
彩
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
日
記
か
ら
は
、
村
民
同
士
で
購
入
し
た
魚
を
贈
り
合
っ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。

《
宝
暦
一
三
年
一
月
一
七
日
》

川か
わ

辺べ

貞じ
ょ
う

右え

衛も

門ん

内な
い

、
永え

い

々え
い

太た
い

切せ
つ
ニ
相あ

い

煩
わ
ず
ら
い

候
そ
う
ろ
う

由よ
し
ニ
付
、
鯖さ

ば

弐に

尾び

為も
た

持せ

、
お
ま
つ
見み

舞ま
い
ニ

遣つ
か
わ
し

候そ
う
ろ
う
　

《
安
永
三
年
一
月
二
六
日
》

今き
ょ

日う

商し
ょ
う

人に
ん

善ぜ
ん

兵べ

衛え

よ
り
細さ

魚よ
り

干ひ

物も
の

五ご

枚ま
い

借か

り
寄よ

セ
、
ば

ばゝ

ニ
中な

か

洞ぼ
ら

へ
土み

や

産げ

ニ
為も

た

持せ

行ゆ
く

也な
り

《
明
和
九
年
正
月
一
八
日
》

二ふ
た

渡わ
た

り
伊い

兵へ

衛え

来き
た

ル
、
此こ

の

中あ
い
だ

人ひ
と

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

礼れ
い
ニ
寄よ

り
候

そ
う
ろ
う

由よ
し

、
土み

や

産げ

ニ
塩し

お

鱈だ
ら

壱い
っ

本ぽ
ん

持じ

参さ
ん

給た
ま
い

候
そ
う
ろ
う

《
同
年
一
二
月
三
〇
日
》

利り

左ざ

衛え

門も
ん

ゟよ
り

鱈た
ら

壱い
っ

本ぽ
ん

・
鰤ぶ

り

少し
ょ
う

々し
ょ
う

小こ

吉き
ち

ニ
為も

ち

持こ
さ

越せ

呉く
れ

候そ
う
ろ
う
　

貴
重
な
海
産
物
は
、
年
始
の
挨
拶
や
見
舞
い
の
際
の
手
土
産
と
し
て
、
近
所
付
き
合
い
の
場
面

で
も
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
13
）
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四
季
折
々
の
衣
類

幕
府
は
江
戸
時
代
初
期
に
、
百
姓
の
衣
服
は
木も

綿め
ん

と
麻あ

さ

の
み
、
た
だ
し
名
主
と
百
姓
の
女
房
は

紬つ
む
ぎ（

屑く
ず

繭ま
ゆ

か
ら
採
れ
る
太
い
紬
糸
を
平ひ
ら

織お

り
し
た
絹
織
物
）ま
で
着
用
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
法
令

を
出
し
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
麻
は
彦
七
家
を
は
じ
め
加
子
母
村
内
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
綿
花
は
気
候
が
合
わ
ず
十
分
な
収
穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
加

子
母
村
の
人
び
と
は
商
人
か
ら
綿
や
木
綿
織
な
ど
の
織
物
を
購
入
し
、
衣
服
を
仕
立
て
て
い
ま
し

た
。
明
和
九
年（
一
七
七
二
）一
〇
月
三
〇
日
、
前
節
で
も
登
場
し
た
下
海
道
の
商
人
喜
与
十
郎
が

（
14
）

（
15
）

一
匁（
約
三
・
七
五
グ
ラ
ム
）。

一
〇
匁
＝
一
両
。
一
六
両
＝
一

斤
。
六
・
二
五
斤
＝
一
貫（
三
・

七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

（
14
）

『
徳
川
禁
令
考
』
第
五
帙
・
訂

二
版（
司
法
省
、
一
八
九
五

年
）。
寛
永
五
年
二
月
九
日「
百

姓
着
物
之
事
」。

（
16
）

一
反
は
着
物
を
一
着
仕
立
て
ら

れ
る
長
さ
の
こ
と
で
、
使
用
す

る
物
差
し
に
よ
っ
て
差
異
が
あ

る
。
鯨
尺
の
場
合
は
一
尺
＝
約

三
八
セ
ン
チ
で
、
一
〇
尺
＝
一

丈
、
三
丈
＝
一
反
と
な
る
。

綿
を
持
っ
て
来
た
際
の
相
場
は
、
金
一
分
に
つ

き
綿
五
八
〇
匁（
約
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
）で
し
た
。
ち
な

み
に
、
こ
の
と
き
は
彦
七
が
値
切
り
交
渉
を
し

て
、一
分
で
六
〇
〇
匁
を
買
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

木
綿
織
は
一
反
＝
四
〇
〇
～
五
〇
〇
文
く
ら
い
で

し
た
。

購
入
し
た
綿
や
織
物
を
使
っ
て
着
物
を
仕
立
て

る
の
は
女
性
た
ち
の
役
割
で
し
た
。
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
）二
月
二
六
日
に
は
、《
川
辺
》
の
お
た

つ
に
袷あ

わ
せを

仕
立
て
さ
せ
る
た
め
、
商
人
源
七
か
ら

（
15
）

（
16
）
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「
嶋し

ま

木も

綿め
ん

」（
縞し
ま

模
様
の
綿
織
物
）二
反
を
購
入
し
て
い
ま
す（
表
№
53
）。
ち
な
み
に
、
お
た
つ
は
「
仕し

立た
て

物も
の

習な
ら

ひい

」
の
た
め
、《
と
み
た
》
へ
泊
り
が
け
で
出
か
け
て
い
ま
す
。
明
和
九
年
一
二
月
七
日

の
日
記
で
は
、
山や

ま

名な

の
商
人
伊
兵
衛
か
ら
紬
袷
羽
織
一
枚
を
金
一
分
と
銭
七
二
四
文
で
購
入
し
、

「
袷

あ
わ
せ

羽ば

織お
り

へ
か

かゝ

綿わ
た

作つ
く

り
給た

ま
い」

と
あ
り
ま
す（
表
№
70
）。
夏
は
薄
手
の
「
単ひ

と

衣え
（
帷か
た

子び
ら

）」、
春
・
秋
は

単
衣
に
裏
地
を
付
け
た
「
袷
」、
冬
は
袷
の
表
地
と
裏
地
の
間
に
綿
を
入
れ
た
「
綿わ

た

入い

れ
」。
江
戸

時
代
の
加
子
母
村
の
人
び
と
は
、
商
人
か
ら
購
入
し
た
綿
と
織
物
を
使
っ
て
一
着
の
着
物
を
大
切

に
仕
立
て
直
し
、
季
節
の
変
化
に
対
応
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
夜よ

着ぎ

の
購
入
も
冬
へ
の
備
え
で
す（
表
№
100
）。
夜
着
は
衣
類
で
は
な
く
、
着
物
の

形
を
し
た
大
型
の
寝
具
で
、
現
在
の
掛
け
布
団
の
よ
う
に
使
い
ま
し
た
。
金
二
分
二
朱
と
か
な
り

高
額
で
す
が
、
綿
の
入
っ
た
夜
着
は
寒
い
夜
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
必
需
品
で
し
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
に
は
物
の
再
利
用
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
彦
七
家
で
も
商
人
の
手

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
古ふ

る

着ぎ
（「
古ふ
る

手て

」）の
購
入
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

夕ゆ
う

方が
た

山や
ま

名な

商し
ょ
う

人に
ん

喜き

与よ

八は
ち

来き
た

り
、
女お

な

子ご

古ふ
る

手て

壱ひ
と

ツ
、
代だ

い

壱い
ち

分ぶ

百ひ
ゃ
く

文も
ん

ニ
直ね

段だ
ん

極き

メ
、
百

ひ
ゃ
く

文も
ん

遣つ
か
わシ

、

壱い
ち

分ぶ

ハ
帰

か
え
り

候
そ
う
ろ
う

節せ
つ

遣つ
か
わス

筈は
ず

也な
り（

中
略
）此こ
の

節せ
つ

お
そ
よ
呼よ

び

、
右み

ぎ

古ふ
る

手て

相あ
い

渡わ
た

ス
也な

り

、
是こ

れ

ハ
前ま

え

方か
た

同ど
う

人に
ん

袷あ
わ
せお

ま
つ
ニ
き
せ
置お

き

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
右み

ぎ

代か
わ

り
ニ
遣つ

か
わス

ナ
リ
、
お
そ
よ
緩ゆ

る

々ゆ
る

居お
り

申も
う
し

候
そ
う
ら
い

而て

遅お
そ

々お
そ

帰か
え

ル
明
和
九
年
一
一
月
一
〇
日
、
彦
七
は
山
名
の
商
人
喜
与
八
か
ら
女
物
の
古
着
の
袷
を
金
一
分
と
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銭
一
〇
〇
文
で
購
入
し
ま
す（
表
№
72
）。
そ
し
て
、
彦
七
は
《
下
屋
》
に
嫁
い
だ
長
女
の
お
そ
よ

を
呼
び
、
こ
れ
を
渡
し
ま
し
た
。
実
は
、
以
前
に
お
そ
よ
が
次
女
お
ま
つ
へ
自
分
の
袷
を
譲
っ
て

お
り
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
お
そ
よ
の
た
め
に
買
っ
た
の
が
こ
の
古
着
の
袷
で
し
た
。
寒
さ
が
厳

し
く
な
る
旧
暦
一
一
月（
現
在
の
一
二
月
ご
ろ
）、
袷
を
譲ゆ

ず

り
合あ

う
姉
妹
と
彦
七
の
気
遣
い
か
ら
は
、

睦む
つ

ま
じ
い
一い

っ

家か

中ち
ゅ
うの

姿
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

彦
七
家
の
買
い
物
を
み
る
と
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
が
加
子
母
村
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
品
物
を
作
り
出
す
職
人
と
品
物
を
売
り
歩
く
商
人
た
ち
の
存
在

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
節
で
も
何
人
か
の
商
人
が
登
場
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
何
者
な
の

で
し
ょ
う
か
。
次
章
か
ら
は
、
彦
七
家
の
暮
ら
し
を
支
え
た
商
人
と
職
人
に
注
目
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
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2
　
村
の
な
か
の
商
人
・
職
人

（
1
）　
江
戸
時
代
の
あ
き
な
い

商
人
・
職
人
に
注
目
す
る

皆
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
の
商
人
や
職
人
と
聞
く
と
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う

か
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
本
・
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
も
に
江
戸
や
城
下
町
な
ど
の
都

市
部
に
暮
ら
す
商
人
・
職
人
た
ち
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
城
下
町
に
立
派
な
店
を
構
え
、
専
業
で
あ

き
な
い
に
従じ

ゅ
う
じ事
し
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
本
章
で
紹
介
す
る
の
は
、
村
の
な
か
の
商
人
・
職
人
た
ち
で
す
。
彼
ら
は
城
下
町
に
住

む
商
人
・
職
人
と
は
違
い
、
農
業
の
傍か

た
わら
で
あ
き
な
い
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
前
章
で
み
て
き

た
よ
う
に
、
日
記
が
記
さ
れ
た
当
時
の
加
子
母
村
で
は
、
貨
幣
経
済
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
ま
し

た
の
で
、
村
で
自
給
で
き
な
い
物
は
お
金
で
購
入
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
た
時
代
で

し
た
。

前
章
で
は
、
江
戸
時
代
の
お
金
の
仕
組
み
や
彦
七
家
の
買
い
物
事
情
を
紹
介
し
、
加
子
母
村
に

は
た
く
さ
ん
の
物
や
お
金
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
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た
物
や
お
金
を
も
た
ら
し
て
い
た
人
─
特
に
商
人
・
職
人
─
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
ツ
ケ
文
化

さ
て
、
具
体
的
な
話
に
入
る
前
に
、
江
戸
時
代
の
支
払
い
方
法
で
あ
る
ツ
ケ
払
い
に
つ
い
て
説

明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

現
代
社
会
で
も
ツ
ケ
払
い
や
分
割
払
い
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
支
払
い
方

法
は
「
掛か

け
売う

り
」
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ツ
ケ
払
い
が
一
般
的
で
し
た
。
こ
れ
は
、
取
引
相
手

の
身み

も
と元

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
、
信
頼
関
係
の
う
え
で
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

購
入
者
は
そ
の
場
で
品
物
を
受
け
取
り
、
代
金
は
後
で
ま
と
め
て
支
払
う
こ
と
が
多
く
、
店
側
は

盆
や
暮
な
ど
に
ま
と
め
て
集
金
し
ま
し
た
。

購
入
し
た
品
物
を
記
録
す
る
も
の
に
、「
通

か
よ
い
ち
ょ
う
帳
」
と
呼
ば
れ
る
帳
面
が
あ
り
ま
し
た
。
通
帳
と

は
、
掛か

け（
ツ
ケ
）で
買
い
物
を
す
る
際
に
、
月
日
・
品
物
・
金
額
な
ど
を
記
入
し
、
後
日
代
金
を
支

払
う
際
の
覚
え
と
す
る
帳
面
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
店
が
自
分
の
店
名
と
顧こ

き
ゃ
く客

の
名
を
書
い
て
客

に
渡
し
、
客
は
こ
れ
を
持
っ
て
買
い
物
に
出
か
け
ま
し
た
。

一
方
の
店
側
は
、一
般
的
に
「
大だ

い
ふ
く
ち
ょ
う

福
帳
」
と
呼
ば
れ
る
帳
面
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

本ほ
ん
ち
ょ
う
帳
・
元も

と
ち
ょ
う帳・
大だ

い
ち
ょ
う帳と
も
呼
ば
れ
、
顧
客
ご
と
に
売う

り
か
け掛
・
買か

い
か
け掛
・
金き

ん
ぎ
ん銀
出す

い
と
う納
の
状
況
が
記
さ
れ
、

そ
の
客
と
の
取
引
履
歴
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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な
お
、
国
民
的
漫
画
の
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』（
昭
和
二
一
年
〔
一
九
四
六
〕
～
昭
和
四
九
年
連
載
）で
は
、

通
帳
が
当
然
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ツ
ケ
払
い
は
、
江
戸
時
代
だ
け
で
は
な
く
昭
和
三
〇

年
代
頃
ま
で
一
般
的
な
支
払
い
の
文
化
だ
っ
た
の
で
す
。

酒
屋
の
通
帳

そ
れ
で
は
、
日
記
に
た
び
た
び
登
場
す
る
酒
の
注
文
の
様
子
か
ら
具
体
的
に
み
て
み
ま
し
ょ

う
。
彦
七
家
で
は
、
お
も
に
近
隣
に
居
住
し
て
い
る
《
酒さ

か

屋や

》
の
政
助
や
《
田た

丸ま
る

屋や

》
の
平
七
ら

か
ら
購
入
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
日
記
で
は
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
「
酒さ

け

取と
り

寄よ

せ
」
と
い
う
記
述
が
み
え
ま
す
。
た

と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）一
一
月
二
六
日
の
記
事
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

今き
ょ

日う

御ご

扶ふ

持ち

方か
た

受う
け

取と
り

候
そ
う
ろ
う

祝い
わ
いと
し
て
酒さ

け

取と
り

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
政ま

さ

助す
け

へ
付つ

け

知ち

九く

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

来き
た

り
居お

り

申も
う
し

候
そ
う
ら
い
而て
、
此こ

な
た方
へ
も
寄よ

り
可

も
う
す

申べ
き

旨む
ね

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

こ
の
日
は
、
御ご

扶ふ

持ち

米ま
い

の
受
け
取
り
の
お
祝
い
と
し
て
、
酒
を
取
り
寄
せ
に
《
酒
屋
》
の
政
助

の
も
と
に
彦
七
の
孫
・
孫
太
郎
を
遣つ

か

わ
し
て
い
ま
す
。
酒
を
取
っ
て
戻
っ
て
き
た
孫
太
郎
は
、《
酒

屋
》
で
付
知
村
の
九
郎
右
衛
門
に
会
い
、
後
で
こ
ち
ら
に
も
来
る
こ
と
を
彦
七
に
伝
え
て
い
ま

す
。
な
お
、
日
記
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
と
き
孫
太
郎
は
《
酒
屋
》
に
通
帳
を
携た

ず
さえ

て
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
店
側
も
当
然
な
が
ら
、
あ
き
な
い
の
記
録
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
五

（
17
）

（
17
）

長
谷
川
町
子
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』

第
二
一
巻（
初
版
は
姉
妹
社
よ

り
一
九
五
七
年
刊
、
本
稿
で
は

朝
日
新
聞
出
版
よ
り
二
〇
二
〇

年
刊
行
の
も
の
を
使
用
）、

一
三
八
頁
。
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年
一
二
月
一
日
に
は
つ
ぎ
の
と
お
り
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

田た

丸ま
る

屋や

通か
よ

ひい

一い
っ

見け
ん

申も
う
し
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

候
処
、
存

ぞ
ん
じ

之の

外ほ
か

酒さ
か

代だ
い

少す
く
なク

相あ
い

見み
え

候
そ
う
ろ
う

付に
つ
き、

定
さ
だ
め

而て
通か

よ

ひい

は
づ

れ
可こ

れ

有あ
る

之べ
き

哉や

、
根ね

帳ち
ょ
うニ

引ひ
き

合あ
わ
せ、

若も
し

は
づ
れ

有こ
れ

之あ
り

候そ
う
ら

ハわ

ばヽ

、
書か

き

載の
せ

さ
セ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、

夕ゆ
う

方が
た

武た
け

助す
け
ニ
申

も
う
し

付つ
け

、
田た

丸ま
る

や
へ
通か

よ

ひい

為も
た

持せ

遣つ
か
わス

也な
り

、（
中
略
）暮く
れ

合あ
い

武た
け

助す
け

帰か
え

ル
、
平へ

い

七し
ち

留る

守す

之の

節せ
つ

ハ
小こ

帳ち
ょ
う

留と
め

置お
き

候そ
う
ろ
うも
御ご

座ざ

候
そ
う
ろ
う

付に
つ
き、
俄に

わ
かニ
書か

き

出だ

シ
か
た
く
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
明あ

日す

ま
て
相あ

い

待ま
ち

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
平へ

い

七し
ち

申も
う
し

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

こ
れ
に
よ
る
と
、
通
帳
の
清
算
を
控ひ

か

え
る
一
二
月
に
入
り
、
彦
七
が
《
田
丸
屋
》
の
通
帳
を
確

認
し
て
み
る
と
、
思
い
の
ほ
か
酒
代
が
少
な
く
、
記
載
漏も

れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

に
気
が
付
き
ま
す
。
そ
こ
で
夕
方
に
な
り
、
武
助
に
通
帳
を
《
田
丸
屋
》
に
持
っ
て
行
か
せ
、
台

帳（「
根ね

ち
ょ
う帳

」）と
突
き
合
わ
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
ま
し
た
。
店
側
の
《
田
丸
屋
》
も
大
福
帳

の
よ
う
な
台
帳
に
あ
き
な
い
の
記
録
を
付
け
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
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そ
し
て
、
武
助
に
事
情
を
聞
い
た
平
七
は
、「
私
が
留
守
に
し
て
い
た
と
き
に
は
別
に
『
小こ

ち
ょ
う帳

』

と
呼
ば
れ
る
帳
面
を
付
け
て
お
り
、
今
す
ぐ
に
は
調
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
明
日
ま
で
待
っ
て
ほ
し

い
」
と
武
助
に
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
《
田
丸
屋
》
で
保
管
さ
れ
て
い
た
台
帳
は
、
主

人
で
あ
る
平
七
に
し
か
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
帳
面
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
た

め
、
平
七
が
留
守
の
場
合
は
、
別
の
家
の
人
が
対
応
し
、
そ
の
際
に
は
「
小こ

ち
ょ
う帳

」
と
呼
ば
れ
た
帳

面
で
別
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
彦
七
家
で
は
、
一
年
間
に
ど
れ
く
ら
い
の
酒
を
消
費
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

明
和
八
年
の
日
記
に
は
、
一
年
間
の
酒
代
の
合
計
金
額
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、《
酒

屋
》
二
貫
九
三
文
、《
田
丸
屋
》
三
貫
五
三
六
文
で
、
合
計
五
貫
六
三
三
文
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
合
あ
た
り
の
値
段
は
、酒
の
品
質
、あ
る
い
は
、物
価
の
変
動
や
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
日
記
を
み
る
と
酒
九
合
を
五
〇
文
で
購
入
し
て
い
る
記
事
が
あ
り
ま
す
か

ら
、だ
い
た
い
一
合
五
・
五
文
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
を
も
と
に
計
算
し
ま
す
と
、

約
一
八
四
リ
ッ
ト
ル
と
な
り
ま
す
か
ら
、
彦
七
家
で
は
、
だ
い
た
い
一
升
瓶
一
〇
〇
本
分
以
上
を

一
年
間
に
消
費
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

年
末
の
清
算
ラ
ッ
シ
ュ

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
あ
き
な
い
は
基
本
的
に
ツ
ケ
払
い
で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
通
帳

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
18
）

明
和
八
年（
一
七
七
一
）日
記
、

一
二
月
二
五
日
条
。

（
19
）

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）日

記
、
一
一
月
九
日
条
。

（
20
）

一
合
は
約
一
八
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
。
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で
の
や
り
と
り
は
、
酒
屋
で
し
か
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
日
記
を
み
る
と
、
年
末
に
な
る
と
、
ツ

ケ
払
い
の
清
算
の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
人
び
と
が
彦
七
家
を
訪
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、「
書か

き

出だ

し
」

と
呼
ば
れ
る
請
求
書
を
持
参
し
、
ツ
ケ
の
回
収
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
）一
二
月
二
六
日
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

此こ
の

日ひ

川か
わ

辺べ

貞じ
ょ
う

右え

衛も

門ん

来き
た

ル
、
細さ

い

工く

代だ
い

六ろ
っ

百ぴ
ゃ
く

八は
ち

文も
ん

有こ
れ

之あ
る

由よ
し

、
書か

き

出だ

し
持じ

参さ
ん

申も
う
し

付つ
け

、
壱い

ち

分ぶ

相あ
い

渡わ
た

し
、
四よ

ん

百ひ
ゃ
く

文も
ん

受う
け

取と
り

、
勘か

ん

定じ
ょ
う

済す
ま
す

也な
り

こ
の
日
、
鍛か

冶じ

屋や

を
営

い
と
な
むむ
《
川か

わ

辺べ

》
の
貞
右
衛
門
が
や
っ
て
き
て
、
今
年
の
細
工
代
金
が
六
八

〇
文
で
あ
る
こ
と
を
彦
七
に
伝
え
ま
す
。
彦
七
は
、
金
一
分
を
渡
し
て
お
つ
り
の
銭
四
〇
〇
文
を

受
け
取
り
、
清
算
が
完
了
し
て
い
ま
す
。

お
金
を
用
意
で
き
て
い
る
人
は
安
心
し
て
年
末
を
迎
え
ら
れ
ま
す
が
、
な
か
に
は
お
金
を
用
意

で
き
て
い
な
い
人
も
い
た
よ
う
で
す
。
一
方
の
ツ
ケ
を
回
収
す
る
側
は
、
た
ま
っ
た
ツ
ケ
を
回
収

し
な
い
と
お
金
は
入
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
店
の
運
営
に
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
し
た
。

（
2
）　
物
を
売
る
商
人
た
ち

日
記
に
登
場
す
る
商
人
た
ち

で
は
、
加
子
母
村
に
は
ど
の
よ
う
な
商
人
た
ち
が
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
記
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
商
人
が
登
場
し
ま
す
が
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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① 

村
の
な
か
で
あ
る
程
度
自
給
可
能
な
原
料
か
ら
で
き
る
商
品
を
あ
き
な
う
商
人
。

② 

村
で
は
自
給
で
き
な
い
よ
う
な
商
品
を
各
地
で
出
買
い
す
る
商
人
。

③ 

村
で
栽
培
し
た
商
品
作
物
を
買
い
取
り
、
各
地
の
問
屋
に
卸
す
仲な

か

買が
い

人に
ん

。

④ 

村
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う

人に
ん

。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
①
に
分
類
し
た
商
人
は
、
酒
屋
や
豆
腐
屋
な
ど
で
、
近
隣
の
家
々
を
顧
客
と
し
て
あ
き

な
い
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
酒
屋
は
加
子
母
村
に
数
件
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
彦
七
家
で
は
お
も
に
《
酒さ

か

屋や

》
の
政
助
や
《
田た

丸ま
る

屋や

》
の
平
七
か
ら
購
入
し

て
い
ま
し
た
。
酒
屋
は
酒
造
業
者
の
こ
と
で
、
営
業
す
る
た
め
に
は
、
尾
張
藩
か
ら
酒
造
株
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）の
日
記
に
は
、

「
万ま

ん

ケが

彦ひ
こ

右え

衛も

門ん

儀ぎ

田た

丸ま
る

や
酒さ

け

株か
ぶ

引ひ
き

取と
り

候そ
う
ろ
う」
と
あ
り
、
万
賀
の
彦
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
、《
田

丸
屋
》
平
七
の
酒
造
株
の
一
部
を
引
き
取
っ
て
、
酒
屋
を
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

豆
腐
屋
は
坂ば

ん

東ど
う

金き
ん

の
善ぜ

ん

左ざ

衛え
も
ん門

が
営
ん
で
い
ま
し
た
。
善
左
衛
門
は
、
彦
七
か
ら
小こ

作さ
く

地ち

を
借

り
て
農
業
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
そ
の
傍か

た
わら

で
豆
腐
屋
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

酒
や
豆
腐
は
、
行
事
や
仕
事
な
ど
が
終
わ
っ
た
と
き
の
お
祝
い
や
、
来
客
へ
の
饗

き
ょ
う

応お
う

、
さ
ら
に

は
慶け

い
じ事
・
弔ち

ょ
う
じ事
の
際
に
贈
答
す
る
品
と
し
て
必
需
品
で
し
た
。
酒
屋
や
豆
腐
屋
は
、
農
家
の
傍か

た
わら

に
小
規
模
な
店
を
構
え
て
営
業
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
21
）

（
21
）

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）日

記
、
九
月
一
七
日
条
。
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②
に
分
類
し
た
商
人
は
、
食
料
品
、
日
用
品
、
衣
料
品
、
嗜
好
品
な
ど
を
各
地
で
出
買
い
し
て

い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
村
内
に
住
む
長

ち
ょ
う

助す
け

は
、
元も

と

結ゆ
い

・
煙き

せ
る管

・
木も

め
ん綿

・
油あ

ぶ
らな

ど
を
取
り
扱
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
商
品
は
基
本
的
に
加
子
母
村
で
は
自
給
で
き
な
い
も
の
が
中
心
で
し

た
。
た
と
え
ば
、
木
綿
に
注
目
す
る
と
、
江
戸
時
代
中
期
の
地
誌
「
濃の

う

州し
ゅ
う

徇じ
ゅ
ん

行こ
う

記き

」
に
は
、

「
此こ

の

ア
タ
リ
木も

め
ん綿

ハ
ス
ヘ
テ
出で

来き

ズ
、
麻あ

さ

ヲ
多お

お

ク
作つ

く

リ
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
加
子
母
村
周
辺
で

は
木
綿
が
作
れ
ず
、
麻
の
み
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
実
際
に
、
日
記
を
み
て
も

麻
の
栽
培
の
記
事
は
み
ら
れ
ま
す
が
、
木
綿
の
栽
培
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
、
日
記
に
は
、
山
村
で
は
獲
れ
な
い
海
産
物
を
各
地
か
ら
仕
入
れ
て
あ
き
な
い
を
し

て
い
た
商
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
確
認
で
き
ま
す
。
先
程
①
で
紹
介
し
た
坂
東
金
の
善
左
衛
門
は
、

豆
腐
の
ほ
か
に
魚
も
取
り
扱
う
商
人
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
長
助
た
ち
は
、
こ
う
し
た
商
品
を
ど
こ
か
ら
仕
入
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残

念
な
が
ら
、
日
記
か
ら
は
具
体
的
な
記
述
は
み
え
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
、
寛
政
一
〇
年（
一
七
九

八
）に
作
成
さ
れ
た
「
午う

ま

年ど
し

加か

子し

母も

村む
ら

諸し
ょ

商し
ょ
う

人に
ん

書か
き

上あ
げ

帳ち
ょ
う」

に
は
、「
名な

古ご

屋や

ゟよ
り

仕し

入い
れ

、
油あ

ぶ
ら・

元も
と

結ゆ
い

・

木も

綿め
ん

嶋し
ま

類る
い

、
其そ

の

外ほ
か

小こ

間ま

物も
の

」
を
扱
う
加
子
母
村
の
商
人
が
八
名
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
本

的
に
村
で
自
給
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
を
名
古
屋
か
ら
仕
入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

③
に
分
類
し
た
商
人
は
、
い
わ
ゆ
る
仲
買
人
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
で
す
。
加
子
母
村
で
は
、
楮

こ
う
ぞ

や
煙た

ば

草こ

な
ど
の
商
品
作
物
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
再
び
「
濃の

う

州し
ゅ
う

徇じ
ゅ
ん

行こ
う

記き

」
の
記
述
を
み
る
と
、

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
22
）

髪
の
髻
も
と
ど
りを
結
び
束
ね
る
紐
や
糸

の
こ
と
。

（
23
）

「
濃
州
徇
行
記
」（
林
一
八
四
五

〈
全
一
〇
冊
〉）。
尾
張
藩
士
の

樋
口
好
古
が
、
尾
張
藩
領
を
巡

回
し
、
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）

か
ら
文
政
五
年（
一
八
二
二
）に

か
け
て
執
筆
し
た
「
郡
村
徇
行

記
」
全
三
九
巻
の
な
か
の
美
濃

国
の
部
分
。
引
用
は
川
上
村
の

記
述
箇
所
。

（
24
）

「
午
年
加
子
母
村
諸
商
人
書
上

帳
」（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
、

寛
政
一
〇
年
〔
一
七
九
八
〕
作

成
）。



2　村のなかの商人・職人

─ 37 ─

彼
ら
仲
買
人
た
ち
は
、
そ
れ
ら
を
買
い
取
り
、
上こ

う
ず有

知ち
（
岐
阜
県
美
濃
市
）や
岐
阜（
岐
阜
県
岐
阜

市
）、
中な

か
が
わ
ら

川
原（
岐
阜
県
高
山
市
）へ
売
り
出
し
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
二
年（
一
七

六
五
）一
一
月
一
八
日
の
日
記
に
は
、「
明あ

日す

上こ
う

有ず

知ち

へ
楮こ

う
ぞ
だ出

し
相あ

い

越こ
し

可も
う
す

申べ
き

由よ
し

」
と
あ
り
ま
す
か

ら
、
加
子
母
村
で
栽
培
さ
れ
た
楮
が
、
仲
買
人
た
ち
に
よ
っ
て
上
有
知
へ
売
り
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
う
し
た
仲
買
人
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
詳
し
く
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

④
に
分
類
し
た
商
人
は
、
村
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
、
行
商
人
た
ち
で
す
。
日
記
を
み
る
と
、

村
外
か
ら
や
っ
て
く
る
行
商
人
が
実
に
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
富
山
の
薬
売
り
は

全
国
的
に
有
名
で
す
が
、
美
濃
・
尾
張
な
ど
の
周
辺
村
々
や
、
北
陸
や
飛
騨
か
ら
や
っ
て
く
る
行

商
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
記
が
記
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
中
頃
に
は
、
農
業
と
と
も
に
酒
屋
な
ど
の
醸

じ
ょ
う

造ぞ
う

業ぎ
ょ
うや
さ
ま
ざ
ま

な
あ
き
な
い
を
兼
業
す
る
人
び
と
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
日
記
に
は
、
加
子
母
村
で
あ
き
な
う

さ
ま
ざ
ま
な
商
人
た
ち
の
姿
を
詳
細
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
あ
き
な
い
を
通
じ

て
、
加
子
母
村
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
・
物
・
お
金
が
行
き
交
っ
て
い
ま
し
た
。

《
田
丸
屋
》
の
水
車
稼
ぎ

ま
た
、
日
記
が
記
さ
れ
た
時
期
に
は
、
酒
造
業
や
精
米
、
油
絞
り
業
な
ど
の
需
要
が
高
ま
り
水

（
25
）

（
25
）

上
有
知
は
、
現
在
の
岐
阜
県
美

濃
市
に
あ
っ
た
長
良
川
沿
い
の

川
湊
で
、
各
地
か
ら
紙
漉
き
原

料
の
楮ち
ょ

皮ひ

を
集
荷
し
、
牧ま

き

谷だ
に

の

各
村
へ
売
る
楮
問
屋
が
一
三
戸

あ
っ
た
。
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車
稼
ぎ
を
お
こ
な
う
人
び
と
も
現
れ
ま
し
た
。
水
車
は
、
水
の
流
れ
る
力
を
利
用
し
て
車
輪
を
回

転
さ
せ
、
車
軸
に
連
動
し
て
、
杵き

ね

が
上
下
す
る
仕
掛
け
を
つ
く
り
、
地
中
に
石い

し

臼う
す

を
据
え
て
米
・

麦
な
ど
の
精せ

い

白は
く

に
用
い
る
装
置
の
こ
と
で
す
。

《
田た

丸ま
る

屋や

》
の
平
七
は
、
彦
七
家
が
酒
を
取
り
寄
せ
て
い
た
酒
屋
と
し
て
す
で
に
紹
介
し
て
き

ま
し
た
が
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）に
な
る
と
、
新
規
事
業
と
し
て
水
車
稼
ぎ
に
目
を
付
け
ま
す
。

（
26
）

（
27
）

尾
張
藩
で
は
、
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ

ラ
・
コ
ウ
ヤ
マ
キ
・
ア
ス
ヒ
・

ネ
ズ
コ
の
五
種
木
を
「
御
停
止

木
」
に
指
定
し
伐
採
を
厳
し
く

禁
止
し
て
い
た
。

（
28
）

加
子
母
村
に
は
、
小
郷
・
小
和

知
・
二
渡
り
・
番
田
・
中
切
・

上
桑
原
・
中
桑
原
・
下
桑
原
・

万
賀
・
角
領
と
い
う
字
が
あ

り
、
こ
れ
を
単
位
に
村
組
が

あ
っ
た
。
小
郷
と
万
賀
は
各
二

組
で
あ
り
、
合
計
一
二
組
の
村

組
が
あ
っ
た
。

（
26
）

穀
物
を
つ
い
て
皮
を
と
り
白
く

す
る
こ
と
。

早
速
、
平
七
か
ら
相
談
を
受
け
た
彦
七
は
、「
家か

作さ
く

見け
ん

分ぶ
ん

」
の
願
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
平
七
に
伝

え
ま
す
。
家
作
見
分
と
は
、
村
民
が
屋
敷
や
小
屋

な
ど
を
新
た
に
建
て
る
際
に
、
御ご

停ち
ょ
う

止じ

木ぼ
く

の
使

用
の
有
無
を
検
査
す
る
た
め
の
も
の
で
、
御お

山や
ま

守も
り

で
あ
る
彦
七
の
重
要
な
職
務
の
一
つ
で
し
た
。
平

七
は
早
速
願
書
を
認し

た
た
め
彦
七
に
提
出
し
て
い
ま

す
。次

い
で
、
平
七
は
、
水
車
の
営
業
を
始
め
る
た

め
に
、
村
を
流
れ
る
用
水
の
使
用
量
に
つ
い
て
、

周
辺
住
民
の
了
解
を
と
り
つ
け
て
い
ま
す
。
上か

み

桑く
わ

原ば
ら

組ぐ
み

の
人
び
と
と
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
用
水
の

（
27
）

（
28
）
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使
用
量
に
関
す
る
規き

約や
く

書し
ょ

を
平
七
に
作
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
営
業
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た

よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
諸
手
続
き
を
経
て
、
平
七
の
水
車
稼
ぎ
が
始
ま
り
ま
し
た
。
彦
七
家
で
も
、《
田
丸

屋
》
の
水
車
を
借
り
て
米
搗
き
を
お
こ
な
っ
て
い
る
様
子
が
日
記
に
み
え
ま
す
。

商
人
忠
右
衛
門
と
彦
七
家

彦
七
家
を
訪
れ
る
商
人
た
ち
は
、
あ
き
な
い
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
し
て
い
ま
し
た
。

小こ

商あ
き
ない

を
営
む
忠ち

ゅ
う
え
も
ん

右
衛
門
は
、
普
段
か
ら
彦
七
家
に
遊
び
に
来
た
り
、
農
作
業
な
ど
彦
七
の
家

の
手
伝
い
を
し
た
り
…
と
、
か
な
り
親
密
な
間
柄
で
し
た
。

忠
右
衛
門
に
は
為た

め

吉き
ち

と
い
う
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
日
記
に
は
為
吉
の
記
述
も
み
え
ま
す
の
で

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
八
年（
一
七
七
一
）一
二
月
五
日
に
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

此こ
の

朝あ
さ

忠ち
ゅ
う

右え

衛も

門ん

来き
た

ル
、
為た

め

吉き
ち

清せ
い

書し
ょ

持も
ち

来き
た

り
、
土み

や

産げ

ニ
柿か

き

二ふ
た

串く
し

持じ

参さ
ん

呉く
れ

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

こ
の
日
の
朝
忠
右
衛
門
が
来
て
、
為
吉
の
清せ

い

書し
ょ

を
持
参
し
て
い
ま
す
。
清
書
と
は
、
子
ど
も
の

手
習
い
に
関
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
手
習
い
を
は
じ
め
て
、
最
初
に
渡
さ
れ
る
お
手
本
は

「
い
ろ
は
」
の
手
本
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
手
本
を
み
な
が
ら
練
習
し
て
、
清
書
を
作

成
し
て
は
彦
七
に
見
せ
て
い
ま
し
た
。

（
29
）

（
29
）

高
木
ま
ど
か
・
萱
田
寛
也
『
子

ど
も
か
ら
大
人
へ
─
江
戸
時
代

の
“
か
し
も
生
活
”
③
─
』（
徳

川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
三

年
）、
二
四
頁
参
照
。
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彦
七
が
手
習
い
を
教
え
て
い
た
の
は
、
自
分
の
孫
で
あ
る
孫
太
郎
・
亀
之
助
・
友
次
郎
た
ち
で

し
た
の
で
、「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」

以
外
で
手
習
い
を
教
え
た
の
は
、
為
吉
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
忠

右
衛
門
・
為
吉
父
子
は
、
彦
七
家
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。

（
3
）　
技
を
売
る
職
人
た
ち

こ
こ
ま
で
加
子
母
村
の
商
人
を
み
て
き
ま
し
た
が
、
続
い
て
職
人
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
日
記
に
は
、
紺こ

ん

屋や

・
鋳い

掛か
け

屋や

・
桶お

け

屋や

・
傘か

さ

師し

・
鍛か

冶じ

屋や

・
塗ぬ

し

屋や

・
大だ

い

工く

・
木こ

挽び
き

な
ど
の
職
人

が
確
認
で
き
ま
す
。
以
下
、
お
も
な
職
人
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

染
色
職
人
─
紺
屋

紺こ
ん

屋や

は
、
染
め
物
屋
の
こ
と
を
い
い
、
お
も
に
木も

め
ん綿
の
染
色
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸

時
代
の
中
頃
か
ら
普
及
し
た
木
綿
は
、
丈
夫
で
洗
い
が
き
き
、
染
色
が
容
易
で
ど
の
色
に
も
染
め

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
野
良
着
、
普
段
着
は
木
綿
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
布
団
に
綿
を
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。

特
に
、
木
綿
の
藍
染
は
、
一
般
の
家
で
の
平
染
で
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
木
綿
の
普
及
と
同

時
に
紺
屋
が
続
々
と
開
業
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）二
月
晦
日
の
日
記
に
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は
、
大お

お

田た

清せ
い

七し
ち

が
「
当と

う

年ね
ん

ゟよ
り

紺こ
ん

屋や

請う
け

負お
い

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

御お

染そ
め

物も
の

等な
ど

被つ
か
わ

遣さ
れ

被く
だ

下さ
れ

候そ
う
ろ
う」（

今
年
か
ら
紺
屋

を
始
め
ま
す
の
で
、
お
染
め
物
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非
私
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
）と
紺
屋
開
業
の
挨
拶
回

り
を
し
て
い
ま
す
。
彦
七
家
で
は
、
大
田
清
七
の
ほ
か
、《
紺こ

ん

屋や

》
の
佐さ

兵へ

衛え

が
馴
染
み
の
紺
屋

で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
幕
府
の
法
令
で
庶
民
は
、
華
美
な
色
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
染
色
は
、
茶
色
・

鼠
色
・
藍
色
が
中
心
で
し
た
。
彦
七
家
で
は
、
た
び
た
び
紺
屋
に
木
綿
を
持
参
し
さ
ま
ざ
ま
な
色

の
染
色
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
日
記
を
み
る
と
、
茶
色
だ
け
で
も
、
御お

納な
ん
ど戸
茶ち

ゃ

・
昆こ

布ぶ

茶ち
ゃ

・
海み

松る

茶ち
ゃ

・
鼠ね

ず

茶ち
ゃ

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
色
合
い
が
確
認
で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、「
四し

十じ
ゅ
う

八は
っ

茶ち
ゃ

百ひ
ゃ
く

鼠ね
ず

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
茶
色
や
鼠
色
の
な
か
で
も
実
に
多
様
な
色
合
い
が
あ
り
、

日
常
の
生
活
に
彩い

ろ
どり
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し
た
。

物
を
作
る
職
人
─
大
工
職
人

物
を
作
る
職
人
と
し
て
は
、
大
工
職
人
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
現
代
で
も
大
工
は
存
在
し
ま
す
し
、
近
年
で
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｙ
や
日
曜
大
工
と
い
う
言
葉
も
登
場

し
、
職
人
と
は
別
に
、
一
般
の
方
で
も
趣
味
の
な
か
で
、
物
作
り
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
現
代
で
も
馴
染
み
深
い
職
人
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
の
加
子
母
村
に
も
多
く
の
大
工
職
人
が
い
ま
し
た
。
日
記
を
み
て
も
、

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
30
）

灰
色
が
か
っ
た
暗
い
青
色
に
茶

色
を
加
え
た
よ
う
な
青
緑
色
。

（
31
）

昆
布
に
近
い
茶
色
。
媚こ
び

茶ち
ゃ

と
も

い
う
。

（
32
）

海
松
は
食
用
に
も
観
賞
に
も
使

わ
れ
た
海
藻
の
こ
と
で
、
そ
の

暗
い
灰
み
の
黄
緑
を
海
松
色
と

い
い
、
そ
れ
に
茶
色
を
加
え
た

も
の
。

（
33
）

茶
色
を
帯
び
た
鼠
色
の
こ
と
。

茶ち
ゃ

鼠ね
ず

と
も
。



─ 42 ─

御
山
守
の
職
務
で
あ
る
三み

浦う
れ

山や
ま

の
御お

山や
ま

見み

廻ま
わ

り
の
際
に
使
う
作さ

く

事じ

小ご

屋や

の
建
設
の
ほ
か
、
彦
七
家

の
屏
風
や
障
子
の
骨
を
作
っ
た
り
、
な
か
に
は
雪せ

っ

隠ち
ん

を
拵
え
た
り
…
と
複
数
の
大
工
職
人
の
出
入

り
が
確
認
で
き
ま
す
。

と
り
わ
け
、
付
知
村
に
住
む
大
工
の
小こ

忠ち
ゅ
う

次じ

は
腕
利
き
の
大
工
職
人
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
、
た
び
た
び
彦
七
の
家
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）八
月
二
六
日
の
記

事
に
は
、「
付つ

け

知ち

大だ
い

工く

小こ

忠ち
ゅ
う

次じ

来き
た

ル
、
善ぜ

ん

右う

申も
う
し

合あ
わ
せ

之の

通と
お
り、
と
う
ミ
拵

こ
し
ら
えニ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
途と

中ち
ゅ
うニ
而て

貰も
ら
い

候
そ
う
ろ
う

由よ
し
ニ
而て
珍め

ず
ら

敷し
き

鴨か
も

一い
ち

羽わ

持じ

参さ
ん

呉く
れ

悦
よ
ろ
こ
び

申も
う
し

候そ
う
ろ
う」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
彦
七
家
で
は
、
小
忠

次
に
唐と

う

箕み

の
製
作
を
依
頼
し
て
い
た
よ
う
で
、
八
月
二
六
日
に
付
知
か
ら
小
忠
次
が
や
っ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
際
、
小
忠
次
は
珍
し
い
鴨
一
羽
を
持
参
し
て
き
た
よ
う
で
、
皆
で
喜
ん
だ
と
あ
り

ま
す
。
小
忠
次
の
唐
箕
作
り
は
、
翌
日
の
二
七
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

二
八
日
に
は
「
木こ

挽び
き

弥や

平へ
い

次じ

も
大お

鋸が

持も
ち

来き
た

ル
」
と
あ
り
、
木こ

挽び
き

職
人
の
弥や

平へ
い

次じ

が
大お

鋸が

を
持
っ

て
き
て
、
唐
箕
作
り
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
弥
平
次
は
、
唐
箕
製
作
に
使
う
木
材
の
「
板い

た

挽ひ
き

」
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
日
の
晩
に
は
、「
今こ

ん

晩ば
ん

政ま
さ

助す
け

ニ
神か

楽ぐ
ら

有こ
れ

之あ
る

由よ
し

ニ
而て
、
大だ

い

工く

・
木こ

挽び
き

見け
ん

物ぶ
つ

ニ
行い

く

」
と
あ

り
ま
す
。
ど
う
や
ら
《
酒
屋
》
の
政
助
の
と
こ
ろ
で
神
楽
の
催
し
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
小
忠
次
・

弥
平
次
た
ち
が
そ
れ
を
見
物
に
出
掛
け
た
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
二
九
日
に
は
、「
夕ゆ

う

飯は
ん
ニ
鴨か

も

汁じ
る

拵
こ
し
ら
え

候
そ
う
ら
い

而て
皆み

な

々み
な

賞し
ょ
う

翫が
ん

申も
う
す

也な
り

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
六
日
に
小
忠
次
が
持
参
し
た
、
珍
し

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）（

38
）

（
34
）

便
所
の
こ
と
。

（
35
）

人
力
で
起
こ
す
風
力
を
利
用
し

て
穀
物
を
精
選
す
る
大
型
農
具

の
こ
と
。

（
36
）

加
子
母
村
万
賀
に
住
む
木
挽
職

人
。

（
37
）

木
材
を
板
に
挽
く
の
に
使
う
大

形
の
縦た
て

挽び
き

鋸の
こ

の
こ
と
。
木こ

挽び
き

鋸の
こ

と
も
い
う
。

（
38
）

材
木
を
ひ
い
て
板
に
す
る
こ

と
。



2　村のなかの商人・職人

─ 43 ─

い
鴨
を
使
っ
て
鴨
汁
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
小
忠
次
た
ち
は
唐
箕
作
り
に
精
を
出
し
な
が

ら
、
村
の
イ
ベ
ン
ト
や
彦
七
家
と
の
交
流
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

さ
て
、
小
忠
次
の
唐
箕
作
り
は
、
七
日
間
を
要
し
、
九
月
四
日
に
完
成
し
た
よ
う
で
、
翌
五
日

に
は
お
い
く
が
う
ど
ん
を
拵
え
、
小
忠
次
を
労

ね
ぎ
ら

っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
小
忠
次
は
加
子
母
村
に
滞

在
中
唐
箕
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
作
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
付
知
村
に
帰
る
七

日
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

小こ

箱ば
こ

壱ひ
と

ツ
拵

こ
し
ら
え

給た
ま
い

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

大だ
い

工く

へ
お
そ
よ
相あ

い

頼た
の
み

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
能よ

キ
箱は

こ

壱ひ
と

ツ
拵

こ
し
ら
え

給た
ま
わり
候

そ
う
ろ
う、
日ひ

は

づ
り
前ま

え

大だ
い

工く

ハ
付つ

け

知ち

へ
帰か

え

ル
、
明あ

日す

帰か
え

り
候

そ
う
ろ
う

様よ
う

達た
っ
し

而て
留と

ど

メ
候

そ
う
ら

得え

共ど
も

、
自じ

分ぶ
ん

道ど
う

具ぐ

箱ば
こ

持も
ち

行ゆ
く

也な
り

こ
れ
に
よ
れ
ば
、《
下し

た

屋や

》
の
お
そ

よ
が
や
っ
て
き
て
、「
小こ

箱ば
こ

」
の
製
作

を
小
忠
次
に
頼
ん
で
い
ま
す
。
依
頼
を

受
け
た
小
忠
次
は
簡
単
に
拵
え
て
い
ま

す
。
そ
の
仕
上
が
り
を
み
た
彦
七
は
日

記
に
わ
ざ
わ
ざ
「
能よ

キ
箱は

こ

」
と
記
し
て

い
ま
す
の
で
よ
っ
ぽ
ど
良
い
箱
が
出
来

上
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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日
没
前
に
な
る
と
、
小
忠
次
は
帰
り
支
度
を
始
め
ま
す
。
そ
れ
を
み
た
彦
七
は
「
今
日
は
も
う

遅
い
の
で
、
も
う
一
泊
し
て
明
日
お
帰
り
く
だ
さ
い
」
と
小
忠
次
を
留
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

颯さ
っ

爽そ
う

と
「
道ど

う

具ぐ

箱ば
こ

」
を
持
っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
と
日
記
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
一
連
の

日
記
の
記
事
を
読
む
と
、
一
仕
事
を
終
え
て
彦
七
家
に
見
送
ら
れ
な
が
ら
帰
る
小
忠
次
の
姿
が
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。

鉄
を
打
つ
職
人
─
鍛
冶
屋

鍛か

冶じ

屋や

と
い
う
と
、
刀
鍛
冶
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
加
子
母
村
の
よ

う
な
村
で
は
、
農
家
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
鎌か

ま

・
鍬く

わ

・
鋤す

き

な
ど
の
農
具
を
作
る
鍛
冶
職
人
が
い
ま

し
た
。
日
記
に
は
、《
川か

わ

辺べ

》
の
貞
右
衛
門
・
曽
平
父
子
が
鍛
冶
職
人
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）四
月
二
四
日
に
は
、
武
助
が
彦
七
の
家
に
や
っ
て
来
て
、「
昨

日
私
の
鋤
が
柄が

ら

と
と
も
に
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、《
川
辺
》
の
曽
平
に
鋤
を
打
つ
よ
う
に
依

頼
し
た
け
れ
ど
も
、
忙
し
く
打
て
な
い
と
言
わ
れ
、
代
わ
り
に
鋤
を
貸
し
て
く
れ
た
」
と
述
べ
、

最
近
《
川
辺
》
が
忙
し
く
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

武
助
の
鋤
の
紛
失
理
由
は
不
明
で
す
が
、
当
時
鉄
は
貴
重
だ
っ
た
の
で
、
盗
ま
れ
る
こ
と
が

多
々
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
安
永
三
年
八
月
三
日
の
記
事
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

此こ
の

節せ
つ

お
し
の
来き

た

ル
、
今き

ょ

日う

昼ひ
る

迄ま
で

武た
け

右え

衛も

門ん

遣つ
か

ひい

候
そ
う
ろ
う

鍬く
わ

か
ど
ニ
差さ

し

置お
き

、
長な

が

嶋し
ま

迄ま
で

相あ
い

越こ
し

候
そ
う
ら
い

而て
、

（
39
）

（
39
）

「
え
」
と
も
読
む
。
鍬
の
持
ち

手
部
分
の
こ
と
。
農
家
が
自
製

す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
棒

屋
・
鍬
柄
屋
・
台
木
屋
な
ど
専

門
の
職
人
に
よ
っ
て
製
造
・
販

売
さ
れ
て
い
た
。
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只た
だ

今い
ま

相あ
い

尋た
ず
ね

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

鍬く
わ

が
ら
茄な

子す

畑ば
た
けニ

投な
げ

込こ
み

有こ
れ

之あ
り

、
鍬く

わ

ハ
無こ

れ

之な
く

候そ
う
ろ
う、

ば
ばヾ

も
わ
た
作つ

く

り
居お

り

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

お
し
の
ハ
大だ

い

こ
ん
虫む

し

取と
り

居お
り

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

其そ
の

内う
ち

や
くかわ
ん
売う

り

、
又ま

た

ハ
商

し
ょ
う

人に
ん

善ぜ
ん

次じ

郎ろ
う

来
き
た
り

候そ
う
ろ
う

迄ま
で

ニ
御ご

座ざ

候そ
う
ろ
う、（

中
略
）其そ
の

内う
ち

も
質し

ち

屋や

・
鍛か

冶じ

等な
ど

心こ
こ
ろか

け
相あ

い

尋た
ず
ね

可し
か

然べ
き

段だ
ん

申も
う
し

渡わ
た

し
遣つ

か
わス

也な
り

《
桑く

わ

野の

屋や

》
の
お
し
の
が
彦
七
家
に
や
っ
て
き
ま
す
。
ど
う
や
ら
ま
た
も
や
武
右
衛
門（
武
助
か

ら
改
名
）の
農
具
が
紛
失
し
た
よ
う
で
す
。
こ
ん
ど
は
鍬
で
す
。
お
し
の
が
言
う
に
は
、
武
右
衛

門
が
鍬
を
置
い
て
、
少
し
の
間
目
を
離
す
と
、
な
ん
と
鍬
柄
だ
け
茄
子
畑
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
て
、

図8　明和5年「子年中御用状留書」3月条にみられ
る御用鎌製作に関する記事

（徳川林政史研究所所蔵）

先
端
の
鍬
が
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
鉄
の
部
分
の
み
盗
ま
れ
た

よ
う
で
す
。
周
囲
に
怪
し
い
人
が
い
た
と
い
う
心
当
た
り
は
な
く
、
や
か

ん
売
り
や
商
人
の
善
次
郎
が
来
た
の
み
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
彦
七
は
、
そ

の
後
も
質
屋
や
鍛
冶
屋
な
ど
に
根
気
よ
く
尋
ね
て
鍬
の
捜
索
を
続
け
る
よ

う
に
、
お
し
の
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
農
具
な
ど
の
鉄
を

盗
ん
で
、
質
屋
や
鍛
冶
屋
な
ど
に
持
っ
て
行
く
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
武
右
衛
門
の
鍬
の
行
方
は
日
記
に
は
記
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
加
子
母
村
の
鍛
冶
職
人
た
ち
は
農
具
だ
け
で
は
な
く
、
御お

山や
ま

守も
り

の
職
務
の
一
つ
で
あ
る
三み

浦う
れ

山や
ま

の
御
山
見
廻
り
な
ど
で
使
用
す
る
御ご

用よ
う

鎌が
ま

・
御ご

用よ
う

斧お
の

の
製
作
も
請
け
負
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
《
川
辺
》
の
貞

（
40
）

（
40
）

日
記
に
登
場
す
る
商
人
で
、

綿
・
衣
類
・
油
な
ど
を
取
り
扱

う
。
加
子
母
村
内
に
居
住
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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右
衛
門
・
曽
平
父
子
が
請
け
負
っ
て
い
ま
し
た
。
御
用
鎌
や
御
用
斧
は
定
期
的
に
新
調
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
費
用
は
尾
張
藩
の
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

修
理
専
門
の
職
人
─
鋳
掛
屋

物
が
貴
重
だ
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
専
門
の
修
理
を
お
こ
な
う
職
人
も
数
多

く
存
在
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
現
在
で
は
馴
染
み
が
な
い
も
の
に
鋳い

掛か
け

屋や

が
あ
り
ま
す
。
鋳
掛

屋
と
は
、
銅
や
鉄
で
で
き
た
鍋
や
釜
の
修
理
を
お
こ
な
う
職
人
で
す
。

彦
七
家
に
は
、
鋳
掛
屋
と
し
て
貞
吉
と
い
う
人
物
が
出
入
り
し
て
い
ま
す
。
安
永
三
年（
一
七
七

四
）の
日
記
を
例
に
い
く
つ
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

〈
四
月
一
一
日
〉

水み
ず

風ぶ

呂ろ

釜が
ま

鋳い

か
け
い
た
し
呉く

れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
亀か

め

之の

助す
け
ニ
定

じ
ょ
う

吉き
ち

へ
為も

た

持せ

遣つ
か
わス
也な

り

〈
六
月
四
日
〉

小こ

薬や

罐か
ん

損そ
ん

シ
も
り
候

そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
い
か
け
や
へ
此こ

の

夜よ
る

徳と
く

助す
け

為も
た

持せ

遣つ
か
わス

也な
り

四
月
一
一
日
に
は
「
水み

ず

風ぶ

呂ろ

釜が
ま

」
の
修
理
を
、
六
月
四
日
に
は
「
小こ

薬や

罐か
ん

」
の
修
理
を
、
そ
れ

ぞ
れ
鋳
掛
屋
の
貞
吉
に
頼
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
加
子
母
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
が
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た

（
41
）

（
41
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）「
子
年

中
御
用
状
留
書
」（
林
三
八
八

〈
第
八
冊
〉）。
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の
は
、
お
も
に
日
常
生
活
を
支
え
る
職
人
た
ち
で
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
加
子
母
村
に
は
、
木こ

挽び
き

、
屋や

根ね

板い
た

師し

、
杣そ

ま

・
日ひ

用よ
う

な
ど
山
仕
事
に
従
事
し
た
職
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
42
）

（
42
）

万
延
元
年（
一
八
六
〇
）一
〇
月

「
御
国
御
領
見
ニ
付
手
扣
」（
内

木
家
文
書 
Ｂ
七
二
─
六
─
九
）。
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3
　
村
に
流
入
す
る
お
金

（
1
）　
彦
七
家
の
現
金
収
入

商
品
作
物
と
仲
買
人

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
加
子
母
村
に
は
、
た
く
さ
ん
の
商
人
・
職
人
が
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
が
流
通
し
、
そ
し
て
、
当
時
の
人
び
と
は
、
現
在
の
私
た
ち
が
想
像
し
て
い
る
以

上
に
、
た
く
さ
ん
の
お
金
を
使
っ
て
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
村
の
な
か
に
貨
幣
が

浸
透
し
、
自
給
で
き
な
い
も
の
は
お
金
を
使
っ
て
購
入
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
お
金
が
村
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
村
の
な
か
で
楮こ

う
ぞや
煙た

ば
こ草
な

ど
の
商
品
作
物
の
栽
培
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
販
売
す
る
こ
と
で
、

多
く
の
現
金
収
入
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

前
章
に
お
い
て
、
商
人
の
な
か
に
は
、
商
品
作
物
を
買
い
取
る
仲な

か

買が
い

人に
ん

た
ち
が
い
た
こ
と
を
紹

介
し
ま
し
た
。
仲
買
人
と
は
、
売
買
の
仲
介
を
す
る
人
の
こ
と
で
、
各
地
の
問
屋
に
商
品
作
物
を

卸
し
て
利
益
を
得
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、
村
に
多
く
の
お
金
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
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商
品
作
物
の
栽
培
量
の
多た

寡か

は
あ
り
ま
し
た
が
、
彦
七
の
家
だ
け
に
限
ら
ず
、
ほ
か
の
家
々
で
も

商
品
作
物
を
栽
培
し
て
現
金
収
入
を
得
て
い
ま
し
た
。

商
品
作
物
の
販
売

彦
七
の
家
で
は
、
お
も
に
楮こ

う
ぞ・

煙た
ば

草こ

・
繭ま

ゆ

・
麻あ

さ

な
ど
の
商
品
作
物
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
と

り
わ
け
、
加
子
母
村
で
栽
培
さ
れ
た
楮
は
、
岐
阜
県
美
濃
市
で
有
名
な
美
濃
紙
の
原
料
と
な
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
楮
の
栽
培
は
加
子
母
村
の
な
か
で
も
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

日
記
の
記
述
を
み
て
も
、
商
品
作
物
の
な
か
で
も
楮
に
よ
る
収
入
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

彦
七
家
に
は
、
複
数
の
仲
買
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
商
談
を
し
て
い
ま
す
。
仲
買
人
た
ち
が
楮

を
求
め
て
や
っ
て
く
る
の
は
、
楮
が
出
来
上
が
る
一
一
月
頃
で
す
。
彦
七
家
で
は
、
だ
い
た
い
年

間
で
三
〇
〇
杷わ

程
栽
培
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
ら
を
金
一
両
三
分
く
ら
い
で
売
っ
て
い
ま
す
。

彦
七
家
を
訪
れ
る
仲
買
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
加
子
母
村
に
住
む
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）の
日
記
を
み
る
と
、
加
子
母
村
の
佐
右
衛
門
・
久
次
郎
・
忠

八
・
藤
次
郎
・
茂
兵
衛
・
又
四
郎
・
丈
助
の
七
名
と
そ
の
ほ
か
に
、
付
知
村
の
万
右
衛
門
の
名
前

が
み
え
ま
す
。
ほ
か
の
年
の
日
記
を
み
て
も
、
加
子
母
村
に
住
む
仲
買
人
が
多
く
確
認
で
き
ま
す

が
、
な
か
に
は
神か

渕ぶ
ち

村
や
水み

戸と

野の

村（
い
ず
れ
も
岐
阜
県
加
茂
郡
）の
人
び
と
の
名
前
も
み
え
ま
す
か

（
43
）

（
43
）

楮
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
前
掲

註（
11
）仲
泉
・
萱
場
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
、
四
九
～
五
五
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。
加
子
母
村
で
栽

培
さ
れ
た
楮
は
、
仲
買
人
に

よ
っ
て
、
現
在
の
岐
阜
県
美
濃

市
に
あ
っ
た
長
良
川
沿
い
の
川

湊
で
あ
る
上こ
う
ず
ち

有
知
の
楮
問
屋
を

経
由
し
、
美
濃
紙
の
主
産
地
で

あ
っ
た
牧ま
き

谷だ
に（

現
岐
阜
県
美
濃

市
）へ
運
ば
れ
た
。
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ら
、
仲
買
人
は
村
内
を
中
心
に
美
濃
国
の
周
辺
村
々
か
ら
も
や
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

御
扶
持
米
の
販
売

一
方
、
彦
七
の
家
で
は
商
品
作
物
の
ほ
か
に
も
大
き
な
現
金
収
入
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
御ご

扶ふ

持ち

米ま
い

の
販
売
で
す
。

御
扶
持
米
は
、
彦
七
の
御お

山や
ま

守も
り

の
収
入
で
、
余
剰
分
を
売
っ
て
現
金
収
入
と
し
て
い
た
こ
と
や

近
隣
の
人
び
と
が
食
料
用
に
購
入
し
て
い
た
こ
と
は
第
一
章
で
す
で
に
紹
介
し
ま
し
た
。
さ
ら
に

詳
し
く
日
記
を
み
る
と
、
彦
七
の
御
扶
持
米
を
目
当
て
に
や
っ
て
く
る
仲な

か

買が
い

人に
ん

た
ち
の
姿
も
確
認

で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）三
月
三
日
の
記
事
で
は
、「
夕ゆ

う

方が
た

善ぜ
ん

六ろ
く

・
藤と

う

吉き
ち

・

丈じ
ょ
う

助す
け

・
万ま

ん

平ぺ
い

来き
た

ル
、
先せ

ん

日じ
つ

申も
う
し

合あ
わ
せ

置お
き

候
そ
う
ろ
う

通と
お
り、
御ご

扶ふ

持ち

方か
た

米ま
い

引ひ
き

越お
こ

シ
弐に

俵ひ
ょ
う

買か
い

申も
う
し

度た
き

旨む
ね

、
丈

じ
ょ
う

助す
け

相あ
い

願ね
が
い

候
そ
う
ろ
う

旨む
ね

善ぜ
ん

右う

申も
う
し

聞き
き

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
勝か

っ

手て

次し

第だ
い

取と
り
ニ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

申も
う
し

談だ
ん
じ

遣つ
か
わス
也な

り

」
と
あ
り
、
丈

助
が
御
扶
持
米
を
二
俵
購
入
す
る
約
束
を
取
り
付
け
て
い
ま
す
。
丈
助
は
、
楮こ

う
ぞや

煙
た
ば
こ

草
の
買
い
付

け
も
お
こ
な
う
仲
買
人
で
す
。

さ
ら
に
、
飛ひ

騨だ

の
商
人
も
米
の
買
い
付
け
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
少
し
長
い
引
用
に
な
り
ま

す
が
、
安
永
三
年
の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

九こ
こ
のツ

半は
ん

比ご
ろ

田た

丸ま
る

屋や

平へ
い

七し
ち

ゟよ
り

善ぜ
ん

右う

へ
手て

紙が
み

指さ
し

越こ
し

候そ
う
ろ
う、

御お

蔵く
ら

米ま
い

御お

払は
ら
い

被な
ら

成れ

候
そ
う
ろ
う

御お
ん

儀ぎ

ニ
御ご

座ざ

（
44
）

（
44
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

七
月
二
一
日
条
。
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候そ
う
らハ
ばヽ

、
飛ひ

州し
ゅ
う

者も
の

四し

・
五ご

俵ひ
ょ
う

買か
い

度た
き

旨む
ね

申も
う
し

聞き
け

候そ
う
ろ
う、

引ひ
き

起
お
こ
し

壱い
っ

俵ぴ
ょ
う

壱い
ち

分ぶ

七な
な

百ひ
ゃ
く

五ご

拾じ
ゅ
う

文も
ん

迄ま
で

ニ
買か

い

可も
う
す

申べ
き

由よ
し

、
内う

ち

秋あ
き

米ま
い

・
新し

ん

米ま
い

安や
す

ク
ハ
有ご

御ざ

座あ
り

相あ
い

見み
え

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

御ご

相そ
う

談だ
ん

之の

上う
え

御お

払は
ら
い

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

申も
う
し

越こ
し

呉く
れ

候そ
う
ろ
うニ

付つ
き

、
善ぜ

ん

右う

と
も
及そ

う

相だ
ん

談
に
お
よ
び

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

同ど
う

人に
ん

も
未い

ま

タ
借か

り
不も

う

申さ
ず

候
そ
う
ら
い

而て
ハ
取と

り

続つ
づ
きか

た
く
、
武た

け

右え

衛も

門ん

も
壱い

っ

斗と

か
壱い

っ

斗と

五ご

升し
ょ
うハ
借か

り
度た

き

旨む
ね

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

由よ
し
ニ
付つ

き

、
先ま

ツ
篤と

く

と

内う
ち

輪わ

相そ
う

談だ
ん

致い
た
し、
其そ

の

上う
え
ニ
而て
相あ

い

頼た
の
み

可も
う
す

申べ
き

旨む
ね

、
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う
ニ
平へ

い

七し
ち

へ

申も
う
し

遣
つ
か
わ
す

《
田た

丸ま
る

屋や

》
平
七
か
ら
善
右
衛
門
に
宛
て
て
手
紙
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
手
紙
に
は
、「
御
扶
持
米（「
御お
く
ら蔵

米ま
い

」）を
お
売
り
に

な
る
よ
う
で
し
た
ら
、
飛
騨
の
者
た
ち
が
、
一
俵
を
金
一
分
と
銭

七
五
〇
文
ま
で
の
値
段
で
四
・
五
俵
購
入
し
た
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
秋
米
や
新
米
が
安
く
な
る
と
思
う
の
で
、
あ
な
た

の
家
で
ご
相
談
の
う
え
、
御
扶
持
米
を
売
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思

い
ま
す
」
と
あ
り
、
平
七
が
、
御
扶
持
米
の
販
売
に
つ
い
て
飛
騨

の
商
人
と
の
仲
介
を
申
し
出
て
く
れ
て
い
ま
す
。
相
談
し
た
と
こ

ろ
、
善
右
衛
門
は
御
扶
持
米
を
借
り
な
け
れ
ば
生
活
が
成
り
立
た

図9　安永3年「御山方御用幷諸事日記」7月21日条
図6　（内木哲朗家所蔵）
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な
い
と
言
い
、
武
右
衛
門
も
御
扶
持
米
を
一
斗
か
一
斗
五
升
程
借
り
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
、
彦
七
は
、「
ま
ず
は
内
輪
で
相
談
し
た
う
え
で
、
売
る
場
合
は
飛
騨
の
商
人
と
の
仲
介
を
頼

み
ま
す
」
と
い
う
返
事
を
手
紙
に
認し

た
ため

て
平
七
に
送
っ
て
い
ま
す
。

結
局
、
御
扶
持
米
は
売
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
飛
騨
は
当
時
人
口
に
対
し
て
米
が
あ
ま
り

獲
れ
な
い
土
地
で
し
た
の
で
、
米
を
購
入
し
に
加
子
母
村
ま
で
や
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

（
2
）　
女
性
や
子
ど
も
た
ち
の
現
金
収
入

個
人
の
現
金
収
入

さ
て
、
こ
こ
ま
で
商
品
作
物
や
御ご

扶ふ

持ち

米ま
い

を
中
心
に
、
彦
七
家
の
現
金
収
入
の
様
子
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
楮こ

う
ぞや
御
扶
持
米
に
よ
る
現
金
収
入
は
、
お
も
に
彦
七
家
全
体
の
収
入

と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
一
方
で
煙た

ば
こ草
や
米
な
ど
は
個
人
の
現
金
収
入
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）一
〇
月
一
〇
日
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記

述
が
み
ら
れ
ま
す
。

商し
ょ
う

人に
ん

半は
ん

平ぺ
い

日ひ

は
つ
り
前ま

え

比ご
ろ

来き
た

り
、
武た

け

助す
け

し
ん
か
い
た
ば
こ
壱い

ち

両り
ょ
うニ

付つ
き

七な
な

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

斤き
ん

之の

直ね

段だ
ん

ニ
買か

い

申も
う
す

筈は
ず

相あ
い

極き

メ
暮く

れ

前ま
え

帰か
え

ル

仲な
か

買が
い

人に
ん

の
半
平
が
日
没
前
に
や
っ
て
き
て
、
武
助
の
し
ん
が
い
煙
草
を
一
両
に
つ
き
七
九
斤き

ん

の（
45
）

（
45
）

尺
貫
法
の
重
さ
の
単
位
。
多
少

違
い
が
あ
る
が
、
一
般
的
に

一
斤
が
六
〇
匁（
六
〇
〇
グ
ラ

ム
）。
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値
段
で
購
入
す
る
約
束
を
し
て
い
ま
す
。「
し
ん
が
い
」
と
は
、
個
人
の
収
入
を
指
す
言
葉
で
、

煙
草
の
ほ
か
に
も
、
米
・
麦
・
大
豆
な
ど
に
み
ら
れ
ま
す
。

煙
草
は
個
人
で
も
容
易
に
栽
培
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
の
で
、
煙
草
に
よ
る
現
金
収
入
は
個

人
の
現
金
収
入
と
し
て
か
な
り
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
明
和
五
年
一
一
月
二
九

日
の
記
事
で
は
、「
此こ

の

夜よ
る

お
つ
ね
母ぼ

子し

入に
ゅ
う

湯と
う

ニ
来き

た

ル
、
た
は
こ
ハ
う
れ
不

も
う
さ

申ず

、
殊こ

と

更さ
ら

下げ

直じ
き

之の

さ
た
、

借し
ゃ
っ

金き
ん

ハ
重か

さ
なり
難な

ん

儀ぎ

い
た
し
候

そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
か
せ

置お
き

帰か
え

ル
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
つ
ね
は
煙
草
を
売
っ

て
借
金
の
返
済
額
に
当あ

て
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
明
和
二
年
一
二
月

五
日
の
記
事
で
は
、「
佐さ

兵へ
え

衛
給き

ゅ
う

金き
ん

弐に

分ぶ

弐に

朱し
ゅ

ニ
多た

葉ば

粉こ

少し
ょ
う

々し
ょ
う

為つ
く

作ら
せ

申も
う
す

筈は
ず

ニ
相あ

い

極き

メ
」
と
あ
り
、

奉
公
人
の
佐
兵
衛
の
給
金
は
、
金
二
分
二
朱
に
加
え
て
、
煙
草
を
少
々
作
ら
せ
る
と
あ
り
ま
す
の

で
、
煙
草
を
栽
培
し
て
売
ら
せ
る
こ
と
で
、
給
金
の
足
し
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

一
方
、
煙
草
だ
け
で
は
な
く
、
米
も
個
人
の
現
金
収
入
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
明

和
二
年
三
月
三
日
の
「
昨き

の

日う

商し
ょ
う

人に
ん

与よ

四し

郎ろ
う

か
かゝ

へ
奨た

の
み、
子こ

共ど
も

し
ん
が
い
米ま

い

売う
り

払は
ら
い」
と
い
う
記
述

か
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
の
し
ん
が
い
米
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
実
際
に
売
れ
て
現
金
に
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

な
お
、
同
年
の
四
月
に
は
、
六
俵
の
米
が
金
一
両
二
分
と
銭
六
六
四
文
で
売
れ
た
と
い
う
記
事

が
み
え
ま
す
。
そ
の
内
「
壱い

ち

両り
ょ
う

分ぶ
ん

小こ

共ど
も

し
ん
が
い
之の

由よ
し

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
ん
と
金
一
両

分
が
子
ど
も
た
ち
の
し
ん
が
い
米
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
46
）

（
46
）

こ
こ
で
い
う
「
子こ

共ど
も

」
と
は
、

小
児
で
は
な
く
、
お
も
に
武
助

や
お
ま
つ
の
こ
と
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
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お
金
の
貸
し
借
り

こ
の
よ
う
に
、
日
記
を
み
て
い
く
と
、
当
時
の
人
び
と
の
な
か
で
は
、
家
全
体
の
収
入
と
個
人

の
収
入
と
が
あ
る
程
度
分
け
ら
れ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
お
金
の
貸
し
借
り
に
注
目
し
て
も
う
少
し
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
明
和
二
年（
一
七
六
五
）の
日

記
を
事
例
に
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
二
月
一
三
日
〉

昼ひ
る

頃ご
ろ

お
そ
よ
寄よ

ル
、
金き

ん

壱い
ち

分ぶ

借か

し
呉

く
れ
そ
う
ろ
う候
様よ

う

、
藤

と
う
き
ち
も
う
し
こ
し
そ
う
ろ
う
む
ね
も
う
し
き
き
そ
う
ろ
う
に
つ
き

吉
申
越
候
旨
申
聞
候
付
、
か

かゝ

し
ん

か
い
の
内う

ち

壱い
ち

分ぶ

お
そ
よ
ニ
相あ

い

渡わ
た

し
遣つ

か
わス

也な
り

〈
二
月
一
五
日
〉

仁に

え

も

ん

右
衛
門
四よ

ツ
頃ご

ろ

来き
た

ル
、
去さ

る

方か
た

ゟよ
り

被た
の
ま
れ奨
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
金き

ん

弐に

分ぶ

当と
う

暮く
れ

迄ま
で

借か

し
呉く

れ

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

申も
う
し
き
か
せ
そ
う
ろ
う
よ
う
も
う
し
き
き
そ
う
ろ
う
に
つ
き

聞
候
様
申
聞
候
付
、
か

かゝ

し
ん
か
い
ニ
而て
弐に

分ぶ

相あ
い

渡わ
た

し
遣つ

か
わス
也な

り

〈
四
月
二
二
日
〉

去き
ょ

冬と
う

か
かゝ

し
ん
か
い
ニ
而て
、
三さ

ん
び
ゃ
く
ご
じ
ゅ
う
も
ん

百
五
拾
文
お
す
ゑ
へ
取と

り

替か
え

置お
き

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

今き
ょ

日う

元が
ん

利り

相あ
い

済す
ま

ス
也な

り

ま
ず
、
二
月
一
三
日
の
記
事
で
は
、《
下し

た

屋や

》
の
お
そ
よ
が
や
っ
て
き
て
、「
私
の
旦
那（
藤
吉
）

が
金
一
分
貸
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
の
で
、「
か
ゝ
」
の
し
ん
が
い
の
う
ち
、

金
一
分
を
お
そ
よ
に
渡
し
て
い
ま
す
の
で
、「
か
ゝ
」
の
所
持
金（
し
ん
が
い
）か
ら
お
金
を
貸
し
て

い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
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つ
ぎ
に
、
二
月
一
五
日
の
記
事
で
は
、《
下
屋
》
の
隠
居
仁
右
衛
門
が
や
っ
て
き
て
、「
金
二
分

を
年
末
ま
で
貸
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
、「
か
ゝ
」
の
所
持
金
か
ら
金
二
分
を
渡
し

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
四
月
二
二
日
の
記
事
を
み
る
と
、
去
年
の
冬
に
「
か
ゝ
」
の
所
持
金
で
、《
下
タ
》

の
お
す
ゑ
に
銭
三
五
〇
文
貸
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
日
元
利
と
も
返
済
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
元
利
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
利
子
を
取
っ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

彦
七
は
日
記
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
か
ゝ
」
個
人
の
お
金
を
貸
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま

す
か
ら
、
明
確
に
家
の
お
金
と
分
け
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

銭
無
尽
の
開
催

無む

尽じ
ん

と
は
、
数
名
が
集
ま
っ
て
、
金
品
を
掛
け
合
い
、
鬮く

じ

な
ど
で
順
番
に
集
計
金
を
貰
う
も
の

で
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
ま
し
た
。
頼た

の

母も

子し

講こ
う

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
日
記
を
み
る
と
、
年
末
に

お
こ
な
わ
れ
る
無
尽
の
ほ
か
、
銭
無
尽
・
米
無
尽
・
麦
無
尽
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）二
月
一
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
銭
無
尽
の
様
子
に
つ
い
て

み
て
み
ま
し
ょ
う
。

此こ
の

夜よ
る

お
経つ

ね

銭ぜ
に

無む

尽じ
ん

取と
り

立た
て

候
そ
う
ろ
う

由よ
し
ニ
而て
お
そ
よ
も
来き

た
る、
か

かゝ

・
武た

け

助す
け

・
お
い
く
・
お
ま
つ
も
同ど

う

道ど
う

ニ
而て
と
み
た
へ
相あ

い

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

壱い
ち

人に
ん

前ま
え

弐に

百ひ
ゃ
く

文も
ん

か
け
に
て
壱い

っ

貫か
ん

弐に

百ひ
ゃ
く

文も
ん

取と
り

立た
て

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、

（
47
）

（
47
）

麦
無
尽
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

（
11
）仲
泉
・
萱
場
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
、
四
八
～
四
九
頁
参
照
さ
れ

た
い
。
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人に
ん

数ず
う

お
た
つ
・
お
む
め
・
お
そ
よ
・
武た

け

助す
け

・

お
ま
つ
・
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

、
右み

ぎ

六
ろ
く
に
ん

人
の
よ
し
、
二に

番ば
ん

元も
と

武た
け

助す
け

鬮く
じ

取と
り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

こ
れ
に
よ
れ
ば
、《
冨と

み

田だ

》
の
お
つ
ね
が
銭
無

尽
を
呼
び
か
け
て
、
彦
七
家
か
ら
は
、「
か
ゝ
」・

武
助
・
お
い
く
・
お
ま
つ
が
、《
下し

た

屋や

》
か
ら
は

お
そ
よ
が
、《
冨
田
》
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
話
し

合
い
の
結
果
、
掛
銭
は
一
人
二
〇
〇
文
と
決
ま

り
、
六
人
が
参
加
し
た
の
で
、
合
計
一
貫
二
〇
〇

文
が
集
ま
り
ま
し
た
。
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
を
み

る
と
、《
川か

わ

辺べ

》
の
お
た
つ
・《
上
い
づ
ミ
》
の
お

む
め
・《
下
屋
》
の
お
そ
よ
・
武
助
・
お
ま
つ
・
孫
太
郎
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
六
人
中
四
人
が
女

性
の
参
加
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
当
時
七
歳
の
孫
太
郎
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

銭
無
尽
の
様
子
か
ら
も
、
女
性
や
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
に
お
金
を
所
持
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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4
　
村
外
か
ら
や
っ
て
く
る
商
人
・
職
人

（
1
）　
村
を
訪
れ
る
行
商
人
た
ち

自
給
自
足
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
山
村
社
会
で
す
が
、
塩
や
海
産
物
、
衣
類
、
金
属
類
な
ど
、
村

で
自
給
で
き
な
い
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
必
需
品
が
村
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し

た
村
外
か
ら
の
物
資
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
な
村
内
の
商
人
た
ち
の
出
買
い
も
あ
り
ま
し
た

が
、
多
く
は
産
地
か
ら
や
っ
て
く
る
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う

人に
ん

た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
日
記
か
ら
加
子
母
村
に
や
っ
て
き
た
お
も
な
行
商
人
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

富
山
の
薬
売
り

富
山
の
薬
売
り
は
、
富
山
藩
二
代
藩
主
前
田
正ま

さ
と
し甫

の
と
き
に
始
ま
っ
た
「
反た

ん

魂ご

丹た
ん

」（
食
あ
た
り

や
腹
痛
な
ど
に
効
果
の
あ
る
薬
）の
製
造
が
契
機
で
有
名
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
富
山
の
薬
売

り
は
、
得
意
先
に
無
料
で
薬
を
配
置
し
、
そ
の
後
、
薬
を
配
置
し
た
家
々
を
定
期
的
に
訪
問
し
、

使
用
し
た
分
の
薬
の
代
金
を
回
収
し
、
再
び
各
家
の
事
情
に
合
わ
せ
た
薬
を
配
置
す
る
「
先せ

ん

用よ
う

後こ
う
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利り

」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
き
な
い
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。

日
記
で
は
、
彦
七
の
家
に
出
入
り
し
て
い
た
富
山
の
薬
売
り
と
し
て
、
播は

り

磨ま

屋や

八は
ち

右え

衛も

門ん

や
吉よ

し

野の

屋や

四し

郎ろ
う

兵べ

衛え

ら
の
名
前
が
登
場
し
ま
す
。
彼
ら
の
様
子
は
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
第
七
巻
で
す
で
に

詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う

な
経
路
で
、
加
子
母
村
に
や
っ
て
き
て
い
た
の
か
を
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

富
山
の
薬
売
り
は
、
陸
路
の
場
合
、
お
も
に
北
国
往
還
や
飛ひ

だ騨
往
還
を
利
用
し
て
全
国
各
地
に

旅
立
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
加
子
母
村
へ
は
、
飛
騨（
岐
阜
県
）を
経
由
し
た
ル
ー
ト
で
し
た
の

で
、
飛
騨
往
還
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

飛
騨
往
還
と
は
、
富
山
か
ら
神じ

ん
づ
う通
川が

わ

に
沿
っ
て
、
南
北
に
走
っ
て
富
山
の
町
と
飛
騨
と
を
結
び

つ
け
た
街
道
の
こ
と
で
す
。
こ
の
街
道
で
は
信
州
方
面
、
美
濃
や
東
海
道
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
と
て
も
重
要
な
街
道
で
し
た
。
加
子
母
村
内
に
は
、
白
川
往
還
と
飛
騨
往
還
の
二
幹

線
が
あ
り
、
殊
に
飛
騨
往
還
に
よ
っ
て
越
中（
富
山
県
）・
飛
騨
、
そ
し
て
加
子
母
村
が
結
ば
れ
て

い
ま
し
た
。

飛
驒
の
行
商
人
と
海
産
物

富
山
の
薬
売
り
が
通
っ
た
飛ひ

だ騨
往
還
は
、
飛
騨
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
生
命
線
で
あ
り
極
め
て

重
要
な
道
で
し
た
。
つ
ぎ
に
飛
騨
か
ら
や
っ
て
き
た
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う

人に
ん

た
ち
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
ま

（
48
）

（
48
）

前
掲
註（
29
）高
木
・
萱
田
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
、
六
二
～
六
四
頁
参

照
。
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し
ょ
う
。

飛
騨
国
は
、
現
在
の
岐
阜
県
の
北
部
に
位
置
し
、
東
は
信し

な

濃の

国
、
西
は
加か

賀が

国
、
南
は
美み

濃の

国
、

北
は
越え

っ

中ち
ゅ
う国

に
接
し
て
い
ま
す
。
交
通
事
情
は
と
い
う
と
、
河
川
に
よ
る
舟
運
は
未
発
達
で
、

お
も
に
陸
上
交
通
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

お
も
な
道
は
南
北
の
方
向
に
通
じ
て
い
て
、
物
資
や
商
人
の
行
き
来
は
飛
騨
の
中
心
地
で
あ
る

高
山
を
経
由
し
て
い
た
た
め
、
北
陸
方
面
と
上
方
、
さ
ら
に
は
東
海
地
域
を
結
ぶ
中
継
地
点
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
飛
騨
の
商
人
た
ち
は
、
他
地
域
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
を
集
積
し
、
そ
れ
ら

を
各
地
へ
行
商
し
ま
し
た
。

さ
て
、
日
記
を
み
る
と
、
彼
ら
は
「
飛
騨
商
人
」
あ
る
い
は
「
高
山
商
人
」
の
名
前
で
登
場
し
、

お
も
に
高
山
に
あ
っ
た
五い

十さ

集ば

問
屋
か
ら
仕
入
れ
た
鰯い

わ
し・
鯖さ

ば

・
鱒ま

す

・
鰆さ

わ
ら・
鰤ぶ

り

な
ど
の
海
産
物（
干

魚
・
塩
魚
類
）を
扱
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、
海
産
物
が
飛
騨
か
ら
険
し
い
峠
道
を
越
え
て

遥
々
加
子
母
村
へ
と
運
ば
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
季
節
に
よ
っ
て
は
雪
も
深
く
、
牛
馬
が
通
れ

な
い
狭
い
道
が
多
か
っ
た
の
で
、
歩
荷（
ボ
ッ
カ
）と
呼
ば
れ
る
人
足
が
、
荷
を
背
負
っ
て
峠
を
越

え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

飛
騨
の
行
商
人
を
経
由
し
て
村
に
運
ば
れ
た
海
産
物
は
越
中
や
能
登
を
産
地
と
し
た
も
の
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
信
州
で
は
彼
ら
か
ら
購
入
し
た
鰤
を
「
飛
騨
鰤
」
と
称
し
た
地
域
も
あ
っ
た
よ

う
で
、
あ
た
か
も
飛
騨
産
の
鰤
の
よ
う
な
名
称
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

（
49
）

（
50
）

（
49
）

山
で
荷
物
を
担
い
で
運
ぶ
の
を

仕
事
と
す
る
人
の
こ
と
。

（
50
）

川
森
博
司
ほ
か
編
『
日
本
の
民

俗
3　

物
と
人
の
交
流
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、

六
三
～
六
五
頁
。
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こ
う
し
た
海
産
物
は
、
村
に
居
住
す
る
商
人
た
ち
が
出
買
い
で
購
入
し
流
通
し
て
い
た
こ
と
は

第
二
章
で
前
述
し
ま
し
た
が
、
飛
騨
の
行
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
山
村
の
加
子
母
村
に
日
本
海

で
獲
れ
た
豊
富
な
海
産
物
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

塩
売
り

塩
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
お
も
に
値
段
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
塩
売
り

の
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う
に
ん
人
た
ち
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

試
み
に
「
濃の

う

州し
ゅ
う

徇じ
ゅ
ん

行こ
う

記き

」
の
記
述
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
、
近
隣
の
村
で
手
が
か
り

と
な
る
記
述
が
な
い
の
か
同
書
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
近
村
の
川か

わ

上う
え

村
の
項
に
「
此こ

の

辺あ
た
りノ
塩し

お

ハ
中な

か

津つ

川が
わ

村む
ら

又ま
た

ハ
細ほ

そ

目め

ノ
黒く

ろ

瀬せ

湊み
な
とヨ
リ
買か

い
に
き
た来ル
分ぶ

ん
な
り也
」
と
い
う
記
述
が
み
え
ま
す
。
ど
う
や
ら
、
こ
の

辺
り
の
塩
は
、
中
津
川
村（
岐
阜
県
中
津
川
市
）や
細
目
村（
岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
）の
黒
瀬
湊
か
ら

流
通
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

で
は
、
こ
の
情
報
を
手
が
か
り
に
、「
濃
州
徇
行
記
」
を
さ
ら
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
中
津
川
村
の
項
を
み
る
と
、
同
村
は
宿
村
と
し
て
栄
え
て
い
た
た
め
、
商
家
が
多
く
、

穀
物
・
塩
・
味
噌
・
酒
・
小
間
物
・
呉
服
物
・
古
着
・
木
綿
・
紙
類
・
檜
笠
、
篠
で
編
ん
だ
箱
な

ど
が
販
売
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
塩
を
ど
こ
か
ら
入
手
し
て
あ
き
な
い
を
し
て
い
た

の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
塩
を
あ
き
な
う
商
家
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

（
51
）

（
51
）

前
掲
註（
23
）「
濃
州
徇
行
記
」、

川
上
村
の
項
。
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す
。続

い
て
、
細
目
村
の
項
を
み
る
と
、
同
村
に
は
、
農
商
を
兼
ね
る
も
の
が
多
く
、
煙
草
・
炭
・

薪
・
板
類
・
糸
・
木
紙
・
塩
・
味
噌
・
竹
の
皮
・
材
木
・
白
木
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
を
扱
い
、

殊
に
、
塩
は
名
古
屋
・
四
日
市
・
桑
名
あ
た
り
か
ら
買
い
よ
せ
、
隣
村
や
苗
木
領
へ
売
り
捌
い
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
細
目
村
に
は
枝
郷
と
し
て
、
木
曽
川
舟
運
で
栄
え
た
黒
瀬
湊
が

あ
り
、
物
資
の
中
継
地
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
名
古
屋
・
四
日
市
・
桑
名
か
ら
塩
が
集

荷
さ
れ
、
加
子
母
村
あ
た
り
に
運
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
明
和
九
年（
一
七
七
一
）二
月
二
八
日
の
日
記
の
記
事
に
は
「
久
田
見
塩
売
来
ル
」
と
あ

り
、
久く

た

み
田
見（
岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
西
北
部
お
よ
び
七
宗
町
南
部
）か
ら
塩
売
り
が
や
っ
て
き
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
久
田
見
は
、
黒
瀬
湊
か
ら
恵
那
や
苗
木
城
下
を
結
ぶ
黒
瀬
往
還
の
中
継
地

と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
木
曽
川
舟
運
で
黒
瀬
湊
に
運
ば
れ
た
塩
が
久
田
見
の
商

人
の
手
に
よ
っ
て
加
子
母
村
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

一
方
、
加
子
母
村
で
は
、
名
古
屋
な
ど
東
海
地
域
の
み
な
ら
ず
、
北
陸
地
域
か
ら
の
塩
も
飛ひ

だ騨

往
還
を
通
じ
て
流
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）四
月

一
八
日
の
日
記
の
記
事
に
は
、「
此こ

の

朝あ
さ

夜よ

明あ

ケ
幸こ

う

次じ

郎ろ
う

一い
ち

夜や

泊と
ま
り、

金か
な

山や
ま

へ
塩し

お
か
い買

ニ
遣つ

か
わス

」
と
あ
り

ま
す
。
彦
七
家
で
は
、
塩
は
村
に
や
っ
て
く
る
塩
売
り
か
ら
購
入
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
日
は
、

奉
公
人
の
幸
次
郎
に
金
山
宿（
岐
阜
県
下
呂
市
金
山
町
）ま
で
塩
の
お
使
い
を
頼
ん
で
い
ま
す
。
金
山
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宿
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
飛
騨
往
還
の
要
衝
の
地
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
飛
騨
を
経
由
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
物
資
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
北
陸
か
ら
飛
騨
を
経
由
し
た
塩
が
行
商
人
に

よ
っ
て
加
子
母
村
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

越
前
鎌
の
行
商
人

こ
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
、
越え

ち

前ぜ
ん

国（
福
井
県
）か
ら
も
加
子
母
村
に
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う

人に
ん

が
や
っ
て
き
て
い

た
こ
と
が
日
記
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
鎌か

ま

の
行
商
人
で
す
。

鎌
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
新
田
開
発
や
農
業
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
、
急
速
に
普
及
し
た

農
具
の
一
つ
で
、
用
途
や
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
鎌
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
お
も
な
産
地
を
あ

げ
る
と
、
播
州
鎌（
兵
庫
県
）・
土
佐
鎌（
高
知
県
）・
信
州
鎌（
長
野
県
）・
越
後
鎌（
新
潟
県
）、
そ
し
て

越
前
鎌（
福
井
県
）な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
鎌
は
各
産
地
で
作
ら
れ
、
行
商
人
に
よ
っ
て

各
地
に
流
通
し
ま
し
た
。

日
記
を
み
る
と
、加
子
母
村
に
は
、毎
年
一
一
月
中
旬
頃
に
な
る
と
、越
前
鎌
の
行
商
人
が
や
っ

て
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
明
和
九
年（
一
七
七
二
）一
一
月
一
七
日
の
記
事
に
は
、「
一い

っ

昨さ
く

日じ
つ

越え
ち

前ぜ
ん

鎌か
ま

屋や

来き
た

り
、
大お

お

鎌が
ま

壱い
っ

丁ち
ょ
う・

木き

鎌が
ま

壱い
っ

丁ち
ょ
う・

小こ

鎌が
ま

壱い
っ

丁ち
ょ
う、

〆
し
め
て

三さ
ん

挺ち
ょ
う、

代だ
い

弐に

百ひ
ゃ
く

七な
な

拾じ
ゅ
う

四よ
ん

文も
ん

相あ
い

渡わ
た

し
遣

つ
か
わ

ス
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
。
越
前
国
の
鎌
屋
が
彦
七
家
を
訪
れ
、
彦
七
は
大
鎌
・
木
鎌
・
小
鎌
の
三
丁

を
銭
二
七
四
文
の
代
金
で
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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行
商
人
が
も
た
ら
す
情
報

と
こ
ろ
で
、
毎
年
や
っ
て
く
る
行

ぎ
ょ
う

商し
ょ
う

人に
ん

た
ち
は
、
特
定
の
民
家
を
宿
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
彼
ら
は
、
村
の
人
び
と
と
交
流
を
重
ね
る
な
か
で
、
村
に
と
け
こ
み
、
継
続
的
な
商
売
関

係
を
築
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
彦
七
の
な
か
で
も
、
あ
る
程
度
顔
馴
染
み
の
行
商
人
が
い

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）二
月
二
九
日
の
記
事
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
52
）

屋
号
「
岩
屋
」
の
当
主
。
清
十

郎
と
も
称
す
る
。

八や

ツ
頃ご

ろ

清せ
い

十じ
ゅ
う

来き
た
る、

高た
か

山や
ま

商し
ょ
う

人に
ん

太た

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

此こ
の

度た
び

土と

岐き

郡ぐ
ん

妻つ
ま

木ぎ

ニ
而て

お
つ
や
ニ
逢あ

い

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
息そ

く

才さ
い

に
て
三さ

ん

月が
つ

ハ
可

か
え
る

帰べ
き

旨む
ね

申
も
う
し

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

段だ
ん

、
太た

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

お
す
ゑ
へ
申

も
う
し

給た
ま
い

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
か

かゝ

へ
申

も
う
し

聞
き
か
せ

帰か
え

ル
、
仍

こ
れ
に

之よ
り

早さ
っ

速そ
く

か
かゝ

お
す
へ
へ
知し

ら
せ

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
清
十
が
彦
七
家
に

や
っ
て
き
ま
す
。
清
十
は
、
ど
う
や
ら
高
山
商

人
太
郎
右
衛
門
か
ら
の
伝
言
を
預
か
っ
て
い
る

よ
う
で
、
清
十
は
「
か
ゝ
」
に
「
高
山
商
人
の

太
郎
右
衛
門
が
土
岐
郡
妻
木（
岐
阜
県
土
岐
市
）で

（
52
）
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お
つ
や
に
偶
然
逢
っ
た
み
た
い
で
す
。
太
郎
右
衛
門
に
よ
る
と
、
お
つ
や
は
息
災
で
、
三
月
に
一

度
帰
省
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
を
お
す
ゑ
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
」
と
話
し
て
い
ま

す
。
お
つ
や
は
、
お
す
ゑ（
彦
七
の
姉
あ
る
い
は
妹
）の
娘
で
、
こ
の
年
妻
木
へ
奉
公
に
出
て
い
ま
し

た
。
清
十
の
話
を
聞
い
て
、
早
速
「
か
ゝ
」
は
お
す
ゑ
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
か
ら
、
高
山
商
人
の
太
郎
右
衛
門
は
、
加
子
母
村
の
人
間
関
係
や
縁
戚
関
係
を
正
確

に
把
握
し
て
い
た
こ
と
や
、
普
段
か
ら
密
接
な
付
き
合
い
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。行

商
人
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
物
を
加
子
母
村
に
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
情
報
の
伝
播
に
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
ま
し
た
。

（
2
）　
土
工
職
人
・
黒
鍬
の
来
訪

黒
鍬
と
は

こ
こ
ま
で
、
村
の
外
か
ら
来
訪
す
る
商
人
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
職
人
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
商
人
に
比
べ
る
と
少
な
い
も
の
の
、
職
人
も
村
外
か
ら
や
っ
て
き
て
い
ま
し

た
。
そ
の
代
表
例
が
黒く

ろ
く
わ鍬

と
呼
ば
れ
た
職
人
で
す
。

試
み
に
「
黒
鍬
」
の
意
味
を
辞
典
で
引
い
て
み
る
と
、

①
戦
国
時
代
、
築
城
、
開
墾
、
道
普ふ

請し
ん

な
ど
に
従
っ
た
人
夫
。
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②
江
戸
時
代
、
江
戸
城
内
の
掃
除
や
荷
物
な
ど
の
運
送
等
の
雑

役
に
従
う
下
役
の
役
。

③
江
戸
時
代
の
土
工
。
主
と
し
て
川
普
請
や
新
田
開
発
工
事
を

受
け
持
っ
た
労
務
者
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
③
の
意
味
と
し
て
の
黒
鍬

で
す
。
彼
ら
は
土
を
掘く

っ
さ
く削
し
た
り
運
ん
だ
り
し
て
基
礎
を
固
め
る
土

工
の
プ
ロ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

天
保
の
改
革
で
知
ら
れ
る
老
中
・
水み

ず
の
た
だ
く
に

野
忠
邦
が
お
こ
な
っ
た
印い

ん

旛ば

沼ぬ
ま

の
普
請
で
は
、
江
戸
の
黒
鍬
た
ち
が
活
躍
し
ま
し
た
。〔
図
10
〕

は
「
江え

戸ど

働
は
た
ら
き

黒く
ろ

鍬く
わ

之の

者も
の

、
大だ

い

も
っ
こ
う
に
て
捨す

て

土つ
ち

を
か
つ
ぐ
図ず

」

と
題
し
、
江
戸
の
黒
鍬
の
仕
事
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。
黒
鍬

（
53
）

（
54
）

図10　「江戸働黒鍬之者、大もっこうにて掘捨土をか
つぐ図」（千葉市史編纂委員会編『天保期の印
旛沼掘割普請』〈千葉市、1998年〉、18頁より
転載）

の
仕
事
ぶ
り
を
知
る
貴
重
な
図
で
す
。
上
部
に
小
さ
な
文
字
で
「
但た

だ

し
土つ

ち

の
重お

も

さ
三さ

ん

・
四よ

ん

十じ
っ

貫か
ん

目め

ゟよ
り

水み
ず

つ
き
候

そ
う
ろ
う

土つ
ち

ハ
七な

な

十じ
ゅ
う

貫か
ん

目め

位く
ら
い

迄ま
で

も
か
つ
き
候

そ
う
ろ
う

由よ
し

」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
彼
ら
は
土

の
重
さ
三
・
四
十
貫
目（
約
一
一
二
～
一
五
〇
㎏
）か
ら
、
水
を
含
ん
だ
土
は
七
十
貫
目（
約
二
六
〇
㎏
）

く
ら
い
ま
で
を
担
ぐ
こ
と
の
で
き
る
土
工
分
野
に
長
け
た
職
人
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
ま
す
。

（
53
）

日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本

国
語
大
辞
典　

第
七
巻
』（
小
学

館
、
一
九
七
五
年
）、
二
一
頁
。

（
54
）

千
葉
県
北
西
部
の
印
旛
沼
の
干

拓
事
業
。
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知
多
の
黒
鍬

な
か
で
も
尾お

張わ
り

国の
く
に

知ち

多た

郡ぐ
ん（

愛
知
県
知
多
市
）の
黒く

ろ
く
わ鍬

は
、出
稼
ぎ
の
黒
鍬
と
し
て
有
名
で
し
た
。

加
子
母
村
に
来
て
い
た
の
も
知
多
郡
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
鍬
で
す
。

江
戸
時
代
後
期
に
著
さ
れ
た
「
農の

う

具ぐ

便べ
ん

利り

論ろ
ん

」
と
い
う
書
物
は
、
江
戸
時
代
の
農
具
に
つ
い
て

詳
し
い
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
に
は
、「
大お

お

黒く
ろ

鍬く
わ

」「
小

し
ょ
う

黒く
ろ

鍬く
わ

」「
江え

ど戸
辺あ

た

り
の
鍬く

わ

」
の

（
55
）

絵
が
描
か
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

尾お

張わ
り

国の
く
に

知ち

多た

郡ご
ふ
りよ
り
諸し

ょ
こ
く国
へ
土つ

ち

普ふ

請し
ん

働は
た
ら
きに
出で

る
も
の
此こ

の

く
わ
を
用

も
ち
い

る
也な

り

、
此こ

の

鍬く
わ

を
黒く

ろ

く
わ
と
云
、
ま
た
働

は
た
ら
きの
人ひ

と

を
さ
し
て
黒く

ろ

く
わ
〳
〵

と
よ
べ
り

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
知
多
郡
か
ら
諸
国
へ
土
普
請
に
出
る
者
の
こ
と
を
黒

鍬
と
呼
び
、
そ
の
道
具
と
し
て
黒
鍬
を
用
い
る
と
し
て
い
ま
す
。
道
具
の

名
前
も
ま
た
そ
れ
を
使
う
人
の
名
前
も
黒
鍬
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
、
や

や
こ
し
い
で
す
が
、
兎
に
も
角
に
も
知
多
郡
の
黒
鍬
が
各
地
に
出
稼
ぎ
に

出
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

知
多
郡
の
村
々
は
、
も
と
も
と
土
地
が
痩
せ
て
お
り
、
農
業
だ
け
で
は

生
活
が
立
ち
行
か
ず
、
黒
鍬
と
し
て
出
稼
ぎ
に
出
て
い
ま
し
た
。
知
多
郡

の
村
況
を
記
し
た
「
知ち

多た

郡ぐ
ん

之の

記き

」
を
み
る
と
、
知
多
郡
の
村
々
の
約
七

（
56
）

図11　『農具鞭理論』に描かれている黒鍬
図11　（国立公文書館所蔵）

（
55
）

大
蔵
永
常
著
。
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）刊
。
上
中
下
の
三

巻
か
ら
な
る
。
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割
に
あ
た
る
九
七
か
村
も
の
村
か
ら
各
地
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彼
ら

は
、
農
閑
期
に
な
る
と
、
各
地
へ
出
稼
ぎ
に
行
き
、
そ
の
活
動
範
囲
は
、
尾
張
・
美
濃
・
遠
江
・

駿
河
・
伊
豆
・
甲
斐
・
信
濃
・
近
江
・
丹
波
な
ど
に
お
よ
び
ま
し
た
。

日
記
に
み
る
黒
鍬

そ
れ
で
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
を
例
に
と
っ
て
黒く

ろ

鍬く
わ

の
様
子
に
つ
い
て
み
て
み

ま
し
ょ
う
。

こ
の
年
の
日
記
に
は
、
三
月
頃
か
ら
黒
鍬
の
文
字
が
み
え
は
じ
め
ま
す
。
た
と
え
ば
、
三

月
一
九
日
の
記
事
で
は
「
黒く

ろ

鍬く
わ

四よ

人に
ん

と
も
田た

普ふ

請し
ん
ニ
出で

ル
」
と
あ
り
ま
す
。
田
普
請
と
は
、

土
質
を
改
良
す
る
た
め
、
よ
そ
か
ら
土
を
運
び
入
れ
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼

ら
は
、
連
日
の
よ
う
に
「
田た

普ふ
し
ん請
」
に
出
掛
け
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
三
月
二
一
日
の
記
事
に
は
「
此こ

の

日ひ

も
黒く

ろ

鍬く
わ

木き

曽そ

谷だ
に

ゟよ
り

石い
し

担に
な

ひい

、
往お

う

還か
ん

ば
た
・

竹た
け
が
は
な

ヶ
鼻
石い

し

垣が
き

致い
た

ス
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
。「
往お

う

還か
ん

ば
た
」「
竹た

け
が
は
な

ヶ
鼻
」
と
は
彦
七
家
の
田
畑
の
こ

と
を
い
い
ま
す
の
で
、
彼
ら
は
、
木
曽
谷
か
ら
石
を
担
い
で
き
て
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
石
垣
普

請
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

彼
ら
黒
鍬
た
ち
は
、
知
多
郡
か
ら
出
稼
ぎ
に
や
っ
て
き
て
い
ま
し
た
の
で
、
加
子
母
村
に

住
み
込
み
で
働
い
て
い
ま
し
た
。
日
記
の
記
事
の
な
か
に
は
、「
此こ

の

夜よ
る

花は
な

火び

有こ
れ

之あ
る

由よ
し

に
て
、

（
57
）

（
57
）

客き
ゃ
く
ど土

と
も
い
う
。

（
56
）

「〔
知
多
郡
之
記
〕」（
旧
蓬
左
文

庫
一
四
七
─
三
二
）。
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お
し
け
・
孫ま

ご

共ど
も

・
黒く

ろ

鍬く
わ

・
下げ

男な
ん

共ど
も

も
若わ

か

宮み
や

へ
見け

ん

物ぶ
つ

ニ
行い

く

也な
り

」（
今
夜
花
火
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
お

し
げ
・
孫
・
黒
鍬
・
下
男
た
ち
が
一
緒
に
若
宮
に
見
物
に
出
掛
け
ま
し
た
）と
あ
り
ま
す
。
村
の
行
事

に
参
加
す
る
黒
鍬
た
ち
の
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。

（
58
）

（
58
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

三
月
一
五
日
条
。
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5
　
つ
な
が
る
内
と
外

（
1
）　「
誂
」
の
文
化

誂
え
る
商
人
た
ち

こ
こ
ま
で
、
彦
七
家
に
出
入
り
す
る
商
人
・
職
人
を
詳
し
く
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
本
章
で

は
村
外
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
深
く
探さ

ぐ

っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
記
か
ら
彦
七
の
買
い
物
を
み
て
い
る
と
、「
誂

あ
つ
ら
ふ」
と
い
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
登
場
し
ま
す
。

明
治
時
代
の
初
め
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
言げ

ん

海か
い

』
と
い
う
国
語
辞
典
で
は
、「
あ
つ
ら
ふ
」
の
意
味

と
し
て
、
①
「
頼た

の

ミ
テ
為な

サ
シ
ム
」、
②
「
注

ち
ゅ
う

文も
ん

シ
テ
造つ

く

ラ
シ
ム
」
の
二
つ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
「
誂あ

つ
らえ
る
」
と
い
う
言
葉
自
体
あ
ま
り
耳み

み

馴な

染じ

み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
②
の
よ
う
な
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
し
ょ
う

か
。
で
す
が
、
気
軽
に
望
み
の
品
物
が
手
に
入
る
現
代
と
は
異
な
り
、
生
産
技
術
も
移
動
の
方
法

も
限
ら
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
商
人
に
頼
ん
で
必
要
な
品
物
を
買
っ
て
来

て
も
ら
う
①
の
「
誂
」
も
日
々
の
営
み
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
和
二
年（
一
七
六
五
）一
二
月
一
七
日
の
日
記
か
ら
「
誂
」
の
よ
う
す
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
59
）

（
59
）

大
槻
文
彦
『
言
海
』
第
一
冊

（
一
八
八
九
年
）。
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夕ゆ
う

方が
た

幸こ
う

次じ

郎ろ
う

・
佐さ

兵へ

衛え

も
き
た
る（
中
略
）明あ

日す

商し
ょ
う

人に
ん

共ど
も

中な
か

津つ

川が
わ

へ
相あ

い

越こ
し

申も
う
す

由よ
し

ニ
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

兼か
ね

而て

鍋な
べ

御お

望の
ぞ
み

之の

御お

咄は
な

し
御ご

座ざ

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

弥
い
よ
い
よ

御お

望の
ぞ
みニ

候
そ
う
ら

ハわ

ばヽ

御お

誂
あ
つ
ら
え

可し
か
る

然べ
く

候そ
う
ろ
う、

持も
ち

運は
こ

ひび

ハ
私

わ
た
く
し

隙ひ
ま

ニ
居お

り

申も
う
す

間あ
い
だ、

持も
ち

届と
ど

ケ
可

も
う
す

申べ
き

旨む
ね

幸こ
う

次じ

郎ろ
う

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

故ゆ
え

、
然

し
か
る

上う
え

ハ
世せ

話わ

ニ
い
た
し

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

相あ
い

奨た
の
み

遣つ
か
わス

也な
り

、
仍

こ
れ
に

之よ
り

佐さ

兵へ

衛え

ニ
金き

ん

壱い
ち

分ぶ

相あ
い

渡わ
た

シ
、
六ろ

く

升し
ょ
う

鍋な
べ

壱い
ち

枚ま
い

・
壱い

っ

升し
ょ
う

五ご

合ご
う

弐に

枚ま
い

、
其そ

の

外ほ
か

余よ

慶け
い

有こ
れ

之あ
り

候そ
う
ら

ハわ

ばヽ

肴さ
か
な

相あ
い

調
と
と
の
い

来き
た
り

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
不ふ

足そ
く

ニ
候

そ
う
ら

ハわ

ばヽ

取と
り

替か
え

来
き
た
り

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

商し
ょ
う

人に
ん

善ぜ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

へ
奨

た
の
み

遣つ
か
わス
也な

り

夕
方
に
彦
七
家
を
訪
れ
た
奉
公
人
幸
次
郎
か
ら
、
明
日
加
子
母
村
の
商
人
た
ち
が
中
津
川
へ
行

く
と
い
う
噂
を
聞
い
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
前
か
ら
ご
所し

ょ

望も
う

で
あ
っ
た
鍋
を
「
御
誂
」
し
て
は
ど

う
で
す
か
と
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
加
子
母
村
内
に

は
鍋
な
ど
の
金
物
を
作
る
職
人
は
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ

ら
中
津
川
や
苗
木
か
ら
購
入
を
し
て
い
ま
し
た
。
荷

物
の
持
ち
運
び
も
幸
次
郎
が
や
っ
て
く
れ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
彦
七
は
お
願
い
を
す
る
こ
と
に
決

め
、
も
う
一
人
の
奉
公
人
佐
兵
衛
に
金
一
分
を
持
た

せ
て
商
人
善
左
衛
門
の
も
と
へ
遣
わ
し
て
い
ま
す
。

善
左
衛
門
へ
の
注
文
は
、
六
升
鍋
を
一
つ
、
壱
升
五

合
鍋
を
二
つ
、
も
し
お
金
が
余
っ
た
ら
適
当
に
魚
を
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調
達
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。

翌
々
日
の
一
九
日
、
善
左
衛
門
が
中
津
川
で
買
っ
て
来
た
鍋
三
つ
と
鮪ま

ぐ
ろ・

鰹か
つ
お・

鰯い
わ
しを

幸
次
郎
が

早
速
届
け
て
く
れ
ま
し
た
。
彦
七
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い
る
幸
次
郎
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
各

地
を
縦

じ
ゅ
う

横お
う

無む

尽じ
ん

に
行い

き
交か

っ
て
望
み
の
品
物
を
誂
え
て
く
れ
る
商
人
た
ち
は
彦
七
家
に
と
っ
て
頼

れ
る
存
在
で
し
た
。
善
左
衛
門
に
魚
の
購
入
を
一
任
し
て
い
る
様
子
か
ら
も
、
出
入
り
商
人
た
ち

に
対
す
る
彦
七
の
信
頼
感
が
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、
村
の
外
か
ら
売
り
込
み
に
来
た
商
人
に
誂
え
さ
せ
る
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
し
た
。

八や

ツ
過す

ぎ

比ご
ろ

唐か
ら

津つ

焼や
き

物も
の

売う
り

来き
た

り
、
手て

本ほ
ん

見み

セ
候

そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
皿さ

ら

・
玳さ

ん

・
小こ

皿ざ
ら

、
右み

ぎ

三さ
ん

色し
ょ
く

共と
も

弐に

拾
じ
ゅ
う

人に
ん

前ま
え

に
て
三さ

ん

拾じ
ゅ
う

壱い
ち

匁も
ん
めニ
直ね

段だ
ん

相あ
い

極き
め

誂
あ
つ
ら
え

遣つ
か
わス
、
来ら

い

月げ
つ

廿は
つ

日か

比ご
ろ

迄ま
で
ニ
持じ

参さ
ん

可も
う
す

申べ
き

由よ
し

明
和
五
年
五
月
一
五
日
の
八
つ
時（
午
後
二
時
）過
ぎ
、
唐
津
焼
物
売
り
が
彦
七
の
家
に
訪
れ
ま

す
。
彦
七
は
「
手
本
」
を
み
た
う
え
で
、
皿
・
玳（
小
さ
な
盃
）・
小
皿
の
各
二
〇
枚
を
銀
三
一
匁

で
買
う
こ
と
に
決
め
て
依
頼
し
て
い
ま
す
。
唐
津
焼
物
売
り
は
予
定
日
よ
り
早
い
翌
六
月
五
日
に

「
前

ま
え
に

誂
あ
つ
ら
え

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

饂う

飩ど
ん

皿ざ
ら

弐に

拾じ
ゅ
う・

小こ

皿ざ
ら

弐に

拾じ
ゅ
う・

玳さ
ん

弐に

拾じ
ゅ
う」

の
合
計
六
〇
枚
を
届
け
て
く
れ
ま
し

た
。
や
は
り
商
人
た
ち
の
活
発
な
営
業
に
よ
っ
て
、
村
に
居
な
が
ら
に
し
て
遠
隔
地
の
名
産
品
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

（
60
）

（
60
）

翌
日
の
六
月
六
日
に
、
金
二
分

と
「
壱
匁
代
」
六
七
文
を
支

払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
相
場
は
金
一
分
＝
銀
一
五

匁
、
銀
一
匁
＝
銭
六
七
文
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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《
か
じ
や
》
清
兵
衛

安
永
元
年（
一
七
七
二
）一
二
月
八
日
に
は
、
岐
阜
か
ら
帰
っ
て
き
た
《
か
じ
や
》
清
兵
衛
が
、

彦
七
か
ら
「
誂
」
を
頼
ま
れ
て
い
た
目め

薬ぐ
す
り

一ひ
と

包つ
つ
み（

銭
二
四
文
）と
薬
の
入い

れ

物も
の（

銭
一
六
文
）を
届
け
て

い
ま
す（
つ
い
で
に
土み
や

産げ

の
蜜み

柑か
ん

も
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
し
た
）。
日
記
に
「
商
人
清
兵
衛
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
清
兵
衛
は
あ
き
な
い
も
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
同
時
に
、
次
女
の
お

ま
つ
が
頼
ん
で
い
た
「
紅も

絹み

」
も
買
っ
て
来
ま
し
た
が
、
善
右
衛
門
が
頼
ん
で
い
た
「
鑵か

ん

子す

」（
茶

の
湯
に
使
う
茶
釜
）は
、
店
の
あ
る
裏
町
通
り
で
疱ほ

う

瘡そ
う

が
流
行
し
て
い
た
た
め
買
え
な
か
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
清
兵
衛
は
、
岐
阜
で
は
「
た
は
こ
も
殊

こ
と
の

外ほ
か

下げ

直じ
き

」、「
楮こ

う
ぞも

下
直
」
と
商
品

作
物
の
相
場
が
下
落
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
せ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
情
報
の
伝
達
を
担に

な

う
村

び
と
の
姿
が
垣か

い

間ま

見み

え
ま
す
。

彦
七
と
懇
意
の
清
兵
衛
は
、
各
地
を
飛
び
回
っ
て
い
た
よ
う
で
、
安
永
三
年
一
〇
月
一
四
日
に

は
「
北
国
」（
北
陸
地
方
）土
産
の
珍
し
い
品
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。

清せ
い

兵べ

衛え

夕ゆ
う

方が
た

来き
た

ル
、
珍

め
ず
ら

敷し
き

天て
ん

狗ぐ

の
爪つ

め

壱い
ち

枚ま
い

、
塩し

お

鶴づ
る

少す
こ
し、

土み
や

産げ

ニ
差さ

し

出だ
し

頂ち
ょ
う

戴だ
い

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

惣そ
う

持じ

寺じ

境け
い

内だ
い

図ず

も
持じ

参さ
ん

、
見み

せ
申

も
う
し

候そ
う
ろ
う、

則
す
な
わ
ち

吸す
い

物も
の

・
飯め

し
ニ
而て
饗き

ょ
う

応お
う

、
緩ゆ

る

々ゆ
る

は
な
し
居お

り

申も
う
し

而て

暮く
れ

前ま
え

寺て
ら

へ
行い

く

也な
り

日
記
に
あ
る
「
天
狗
の
爪
」
と
「
塩
鶴
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
後
期
に
「
天

狗
の
爪
」
を
紹
介
し
た
文
献
で
は
、
能の

登と

国の
く
に

石せ
き

動ど
う

山さ
ん

の
林
で
雷
雨
の
後
に
不
思
議
な
青
黒
い
石

（
61
）

（
62
）

大
田
南
畝
「
一
話
一
言
」
十
九

（
文
化
三
年
八
月
）、
国
立
公
文

書
館
所
蔵
。

（
61
）

安
永
元
年（
一
七
七
二
）日
記
、

一
二
月
八
日
条
。
同
年
一
一
月

二
九
日
条
に
は
、「
此
夜
か
ぢ

や
清
兵
衛
来
ル
、
明
日
岐
阜
へ

相
越
ス
筈
之
由
、
目
薬
・
鑵

子
・
絹
表
等
調
来
リ
給
候
様
相

頼
也
」
と
あ
る
。
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の
よ
う
な
も
の
が
み
つ
か
り
、
こ
れ
を
沈
め
た
水
を
飲
む
と
「
瘧お

こ
り」

が
治
る
と
い
う
言
い
伝
え
が

あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
「
天
狗
の
爪
」
と
は
サ
メ
の
歯
の
化
石
の
こ
と
で
、
日
本

各
地
で
霊れ

い

妙み
ょ
うな

逸い
っ

品ぴ
ん

と
し
て
重

ち
ょ
う

宝ほ
う

さ
れ
ま
し
た
。
加
子
母
村
の
人
び
と
も
「
お
こ
り
」
に
日
頃
か

ら
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
彦
七
と
家
族
の
健
康
を
願
っ
た
土
産
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、

「
塩
鶴
」
は
ツ
ル
肉
の
塩
漬
け
の
こ
と
で
す
。
現
代
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
で
す
が
、
江
戸
時
代

の
ツ
ル
は
贈
答
品
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
高
級
食
材
で
し
た
。

ま
た
、
清
兵
衛
は
「
惣そ

う

持じ

寺じ

境け
い

内だ
い

図ず

」
を
持
参
し
、
彦
七
に
み
せ
て
い
ま
す
。「
惣
持
寺
」（
曹そ
う

洞と
う

宗
し
ゅ
う

大だ
い

本ほ
ん

山ざ
ん

総そ
う

持じ

寺じ

）は
、
明
治
四
四
年（
一
九
一
一
）に
現
在
地
の
神
奈
川
県
横
浜
市
に
移
転
す
る

ま
で
、
能
登
国
鳳ふ

げ

至し

郡ぐ
ん（

石
川
県
輪
島
市
）に
所
在
し
て
い
ま
し
た
。
北
陸
の
名
所
で
あ
る
総
持
寺
の

境
内
図
を
眺
め
な
が
ら
、
清
兵
衛
の
土
産
話
に
「
緩
々
」
と
耳
を
か
た
む
け
る
彦
七
の
姿
が
思
い

浮
か
び
ま
す
。
外
の
世
界
を
行
き
交
う
人
び
と
が
も
た
ら
す
物
と
情
報
に
よ
っ
て
、
加
子
母
村
の

人
び
と
の
見
識
は
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

名
古
屋
の
達
人 

杣
頭

彦
七
家
の
た
め
に
品
物
を
誂
え
て
く
れ
る
も
う
一
つ
の
存
在
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
杣そ

ま

頭が
し
らで

す
。

杣
頭
は
、
木
曽
山
の
御ご

用よ
う

材ざ
い

伐き

り
出だ

し
の
際
、
入
札
に
よ
っ
て
伐
採
場
所
を
請
け
負
い
、
従

じ
ゅ
う

事じ

す
る
杣（
一
組
一
〇
～
二
〇
人
ほ
ど
）の
雇
用
と
取
り
ま
と
め
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
ま
た
、尾
張
藩
の

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
63
）

「
お
こ
り
」
は
、
定
期
的
に
悪

寒
や
震
え
が
生
じ
る
マ
ラ
リ
ア

性
の
熱
病
の
一
種
。「
外
邪
」

が
体
に
巻
き
付
く
こ
と
で
発
症

す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
ま
じ
な
い
や
祈
祷
に
よ

る
呪
術
的
行
為
が
治
療
の
中
心

で
あ
っ
た（
前
掲
註〔
29
〕髙

木
・
萱
田
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
第

五
章
第
二
節
を
参
照
）。
な
お
、

彦
七
は
、
安
永
三
年
一
〇
月

二
四
日
に
「
天
狗
の
爪
」
を
善

右
衛
門
へ
譲
っ
て
い
る
。

（
64
）

加
子
母
・
付
知
・
川
上
村
の
杣

頭
に
つ
い
て
は
、
萱
場
真
仁

「
近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の

活
動
実
態
─
濃
州
三
ヶ
村
を
中

心
に
─
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所

『
研
究
紀
要
』
第
五
五
号
〔『
金

鯱
叢
書
』
第
四
八
輯
所
収
〕、

二
〇
二
一
年
）を
参
照
。
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木き

曽そ

材ざ
い

木も
く

役や
く

所し
ょ

の
許
可
を
得
て
、
林
産
物（
鳥と
り

黐も
ち

、
櫛く
し

木き

、
鞘さ
や

木き

な
ど
）の
生
産
も
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。
伐
採
を
お
こ
な
う
樹
木
の
確
認
と
選
定
を
は
じ
め
、
御
山
守
は
杣
頭
の
仕
事
を
監
督
す
る
立

場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彦
七
家
に
は
絶
え
ず
杣
頭
た
ち
が
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
日
記
に
数
多
く

登
場
す
る
杣
頭
と
し
て
は
、
加
子
母
村
の
《
升
屋
》
助
左
衛
門
・
利
左
衛
門
父
子
と
付
知
村
の
清

助
・
茂
助
父
子
が
い
ま
す
。

杣
頭
た
ち
は
、
御
用
材
伐
り
出
し
な
ど
に
か
か
わ
る
業
務
で
、
木
曽
材
木
役
所
が
置
か
れ
て
い

た
名な

古ご

屋や
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）や
上あ

げ

松ま
つ（

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
）を
頻
繁
に
行
き
来
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
彼
ら
は
出
発
前
に
彦
七
家
に
立
ち
寄
り
、「
御お

誂
あ
つ
ら
え

物も
の

」
が
あ
れ
ば
仰

お
っ
し
ゃっ

て
く
だ
さ
い
と
尋

ね
て
く
れ
る
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、《
升
屋
》
利
左
衛
門
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
明
和
二
年（
一
七
六
五
）正
月
二
二

日
、
名
古
屋
へ
向
か
う
利
左
衛
門
に
対
し
て
、
彦
七
は
次
の
よ
う
な
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。

此こ
の

朝あ
さ

利り

左ざ

衛え

門も
ん

名な

古ご

屋や

へ
相あ

い

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

由よ
し
ニ
而て
立た

ち

寄よ
り

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
此こ

の

中あ
い
だ

認
し
た
た
め

置お
き

候
そ
う
ろ
う

書し
ょ

状
じ
ょ
う

弐に

通つ
う

、
去さ

る

冬ふ
ゆ

坂さ
か

野の

惣そ
う

左ざ

衛え

門も
ん

ゟよ
り

薬や
く

種し
ゅ

入い

レ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

御ご

用よ
う

箱ば
こ

之の

内う
ち

へ
入い

れ

、
御お

作さ
く

事じ

御お

役や
く

所し
ょ

迄ま
で

相あ
い

届と
ど
け

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

奨た
の
み

遣つ
か
わス

、
か
せ
十

じ
ゅ
う

一い
ち

、
百

ひ
ゃ
く

弐に

拾じ
ゅ
う

五ご

匁も
ん
め

染そ
め

さ
せ
差さ

し

越こ
し

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

誂
あ
つ
ら
え

遣つ
か
わス

、
但た

だ

シ
壱い

ち

匁も
ん
め

壱い
ち

文も
ん

染ぞ
め

ニ
為い

た

致さ
せ

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

奨た
の
み

遣つ
か
わス

也な
り

彦
七
は
、
尾お

張わ
り

藩は
ん

作さ
く

事じ

方か
た

役や
く

所し
ょ

宛あ
て

の
書
状
二
通
の
取
り
次
ぎ
と
あ
わ
せ
て
、「
か
せ（
綛
）」
一
一

束た
ば（

重
さ
一
二
五
匁
）を
染そ

め
て
き
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
し
た
。「
か
せ
」
は
、
綛（
つ
む
ぎ
糸
を
巻
き
取

（
65
）

（
65
）

明
和
二
年（
一
七
六
五
）日
記
、

正
月
一
九
日
条
。
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れ
た
品
物
を
届
け
て
い
ま
す
。

昼ひ
る

過す
ぎ

比ご
ろ

升ま
す

屋や

利り

左ざ

衛え

門も
ん

来き
た

ル（
中
略
）土み
や

産げ

ニ
あ
ま
の
り
弐に

枚ま
い

、
た
は
こ
入い

れ

二ふ
た

ツ
持じ

参さ
ん

呉く
れ

申
も
う
し

候そ
う
ろ
う、

誂
あ
つ
ら
え

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

手て

習な
ら
い

筆ふ
で

四よ
ん

対つ
い

・
す
ミ
三さ

ん

丁ち
ょ
う

調
と
と
の
え

来き
た

り
、
受う

け

取と
り

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

尤
も
っ
と
も

筆ふ
で

ハ

代だ
い

五ご

拾じ
ゅ
う

文も
ん

、
墨す

み

ハ
壱い

っ

挺ち
ょ
うニ
付つ

き

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

文も
ん

ツず

つヽ

の
由よ

し

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

利
左
衛
門
は
、
土
産
の
「
あ
ま
の
り（
甘
海
苔
）」
二
枚
と
煙た

ば

草こ

入
れ
二
つ
と
と
も
に
、「
手
習
筆
」

四
対（
銭
五
〇
文
）と
墨
三
丁（
銭
二
七
文
）を
彦
七
へ
渡
し
ま
し
た
。
加
子
母
村
で
は
筆
・
墨
・
紙
の

製
造
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
に
他
所
か
ら
調
達
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
と

く
に
今
回
は
「
手
習
筆
」
と
あ
る
の
で
、
孫
た
ち
や
商
人
忠
右
衛
門
の
息
子
為
吉
へ
手
習
い
を
教

え
る
用
の
筆
と
墨
を
名
古
屋
で
買
っ
て
来
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
す
。

（
66
）

（
67
）

図12　明和2年「御山方御用幷諸事日記」
図12　より正月22日条
図12　（徳川林政史研究所所蔵）

る
道
具
）か
ら
外は

ず

し
て
束た

ば

に
し
た
糸
を
指
し
ま
す
。「
壱
匁
壱
文
染
」

は
一
匁
の
糸
を
銭
一
分
で
染
め
る
と
い
う
意
味
な
の
で
、
染
代
は
一

二
五
文
と
な
り
ま
す
。
翌
二
月
七
日
、「
先さ

き

頃ご
ろ

名な

古ご

屋や

へ
利り

左ざ

衛え

門も
ん

ニ
誂

あ
つ
ら
え

遣
つ
か
わ
し

候そ
う
ろ
うか

せ
十

じ
ゅ
う

一い
ち

」
を
善
右
衛
門
が
《
升
屋
》
で
受
け
取
り

ま
し
た
。
利
左
衛
門
は
《
升
屋
》
へ
荷
物
を
先
に
送
っ
て
く
れ
た
よ

う
で
、
自
身
は
同
月
二
一
日
に
名
古
屋
か
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
明
和
五
年
四
月
二
八
日
～
五
月
一
四
日
ま
で
名
古
屋
へ

行
っ
た
際
に
も
、
帰
宅
翌
日
の
一
五
日
に
彦
七
か
ら
「
誂
」
を
頼
ま

（
66
）

御
山
方
御
用
で
消
費
す
る
筆
・

墨
・
紙
は
、
木
曽
材
木
役
所
か

ら
支
給
が
あ
っ
た
。

（
67
）

本
書
第
二
章
第
二
節
お
よ
び
前

掲
註（
29
）髙
木
・
萱
田
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
第
二
章
第
二
節
を
参

照
。
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明
和
九
年
三
月
一
〇
日
に
も
、
利
左
衛
門
は
「
名な

古ご

屋や

へ
明あ

し

日た

相あ
い

越こ
し

候そ
う
ろ
う、

御ご

用よ
う

等な
ど

候そ
う
ら

ハわ

ばヽ

、

被お
お
せ

仰き
け

聞ら
れ

候そ
う
ろ
う」

と
彦
七
家
を
訪
ね
ま
し
た
。
こ
の
日
は
「
薬や

く

種し
ゅ

」「
合か

っ

羽ぱ

」「
か
せ
」（
三
五
匁
）の
購

入
を
頼
み
、
同
月
一
九
日
に
鋳い

掛か
け

屋や

の
貞
吉
が
利
左
衛
門
よ
り
託
さ
れ
た
粉こ

な

薬ぐ
す
り

一
袋（
銭
四
四
一

文
）と
「
丸ま

る

合が
っ

羽ぱ

」「
善ぜ

ん

右う

夫ふ
う

婦ふ

誂
あ
つ
ら
え

之の

油あ
ぶ
ら」（

銭
三
〇
〇
文
）を
届
け
て
い
ま
す
。「
か
せ
」
を
買
っ
て

来
た
の
か
は
残
念
な
が
ら
日
記
に
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
名
古
屋

で
調
達
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
節
で
も
紹
介
す
る
よ
う
に
、
名
古
屋
で
し
か
買
え
な
い
、
名
古
屋
で
買
い
た
い
と
思
う
品
物

は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
望
み
に
応
え
て
く
れ
た
の
が
、
利
左
衛
門
の
よ
う
な
名
古

屋
に
精
通
す
る
杣
頭
た
ち
で
し
た
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
品
物
を
誂
え
て
く
れ
る
利
左
衛
門
と
彦
七

の
関
係
か
ら
は
、
杣
頭
と
御
山
守
と
い
う
公
的
な
関
係
だ
け
で
は
な
い
、
村
民
ど
う
し
と
し
て
の

信
頼
関
係
が
垣
間
見
え
ま
す
。

（
2
）　
彦
七
、
名
古
屋
で
買
う

い
ざ
名
古
屋
へ

こ
こ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
買
っ
て
来
て
も
ら
っ
て
い
た
彦
七
で
す
が
、
機
会
は
少
な
い
も

の
の
自
分
自
身
が
他
所
に
赴お

も
むい
て
買
い
物
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
最
後
に
、
名
古
屋
に
出

張
し
た
彦
七
の
買
い
物
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）二
月
二
七
日
、
同
月
一
六
日
付
の
木き

曽そ

材ざ
い

木も
く

方か
た

内う
ち

詰づ
め

手て

代だ
い

か
ら
の
御ご

用よ
う

状じ
ょ
うが

彦
七
の
も
と
に
届
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
隠か

く

し
木ぎ

取
り
調
べ（「
御ご

吟ぎ
ん

味み

」）の
た
め
二
二
日

に
名
古
屋
へ
来
る
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
隠
し
木
と
は
、
盗
伐
し
た
樹
木
を
隠
し
て
保

存
す
る
悪
事
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
木
曽
川
の
出
水
の
影
響
で
加
子
母
村
へ
の
御
用
状
到
着
が
遅

れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
彦
七
と
杣
頭
の
《
升
屋
》
助
左
衛
門
は
慌あ

わ

て
て
名
古
屋
行
き
の
支し

度た
く

を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
人
は
、
翌
朝
に
早
速
出
発
し
、
普
段
は
三
日
か
か
る
行
程
を
馬
・
駕か

籠ご

を
使
っ
て
「
二ふ

つ

日か

着ち
ゃ
く

之の

積つ
も
り」
と
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。
急
な
名
古
屋
行
き
で
し
た
が
、

鍛
冶
屋
の
平
次
郎
の
嫁
は
小

し
ょ
う

紙し

二に

帖じ
ょ
う、《

升
屋
》
の
お
類
は
手て

風ぶ

呂ろ

敷し
き

一
つ
、《
い
わ
や
》
の
お

か
かゝ

は
木
綿
、
次
郎
兵
衛
夫
婦
は
木
綿
帯お

び

一
筋
、
そ
れ
ぞ
れ
餞せ

ん

別べ
つ

と
し
て
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
し

た
。翌

二
八
日
の
七
つ
時（
午
前
四
時
）ご
ろ
、
助
左
衛
門
が
彦
七
家
を
訪
ね
、
一
足
先
に
駕
籠
で
向

か
う
と
言
い
残
し
て
出
発
し
ま
し
た
。
彦
七
は
、
夜
明
け
に
小
郷
の
勘
兵
衛
、
奉
公
人
幸
次
郎
を

連
れ
て
名
古
屋
へ
と
向
か
い
ま
す
。
途
中
で
助
左
衛
門
・《
井
貝
戸
》
久
左
衛
門
の
二
名
と
合
流

し
、
細ほ

そ

目め

村（
岐
阜
県
八
百
津
町
）を
経
て
、
夕
暮
れ
時
に
黒く

ろ

瀬せ

湊み
な
と（

同
前
）に
到
着
し
ま
し
た
。
彦
七

は
勘
兵
衛
と
一
緒
に
勘
蔵
と
い
う
者
の
家
に
泊
り
、
白
米
と
宿
泊
代
の
銭
一
二
〇
文
を
支
払
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
犬い

ぬ

山や
ま

迄ま
で

舟ふ
ね
ニ
而て
相あ

い

越こ
し

度た
く

」
と
勘
蔵
に
頼
み
、
明
日
の
舟
賃
と
し
て
銭
四
八
文

も
渡
し
ま
し
た
。
日
記
に
は
「
久ひ

さ

敷し
く

居い

ご
も
り
遠え

ん

路ろ

大お
お

草く
た

臥び
れ

〳
お
お
く
た
び
れ〵」

と
あ
り
、
彦
七
は
久
し
ぶ

（
68
）

（
68
）

彦
七
の
妻
か
ゝ
の
実
家
今
井
家

の
当
主
と
推
測
さ
れ
る
人
物
。

明
和
五
年（
一
七
六
八
）六
月
に

彦
七
の
推
挙
で
木
曽
材
木
方
の

山
手
代
に
就
任
す
る（
前
掲
註

〔
6
〕田
原
・
芳
賀
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
第
四
章
第
二
節
を
参
照
）。
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り
の
遠
出
で
く
た
く
た
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

翌
二
九
日
、
夜
明
け
に
黒
瀬
湊
を
出
発
し
、
木
曽
川
を
舟
で
下
っ
て
犬
山
村（
愛
知
県
犬
山
市
）へ

と
向
か
い
ま
す
。
な
お
、
幸
次
郎
は
黒
瀬
湊
か
ら
加
子
母
村
に
帰
り
ま
し
た
。
五
つ
半（
午
前
九

時
）ご
ろ
に
犬
山
村
に
着
い
た
彦
七
一
行
は
、
荷
物
を
運
搬
さ
せ
る
人に

ん

足そ
く

の
調
達
を
問と

ん

屋や

に
頼
み

ま
す
。
問
屋
は
、
馬
は
す
ぐ
に
用
意
で
き
る
が
、
人
足
の
手
配
は
「
手て

間ま

取ど

」
っ
て
し
ま
う
。
た

だ
し
、
小こ

牧ま
き

村（
愛
知
県
小
牧
市
）ま
で
の
規
程
の
人
足
代
は
銭
五
九
文
の
と
こ
ろ
、
一
〇
〇
文
出
し

て
く
れ
る
な
ら
急
い
で
人
足
を
揃
え
る
と
提
案
し
て
き
ま
し
た
。
彦
七
は
「
急

い
そ
ぎ

御ご

用よ
う

」
の
た
め
一

〇
〇
文
を
支
払
う
こ
と
に
決
め
、
先
を
急
ぎ
ま
す
。

小
牧
か
ら
は
、
助
左
衛
門
は
駕
籠
、
彦
七
・
勘
兵
衛
・
久
左
衛
門
は
徒
歩
で
名
古
屋
に
向
か
い

ま
す
。
そ
し
て
、
日
の
入
り
前
に
曹
洞
宗
永え

い

安あ
ん

寺じ
（
名
古
屋
市
東
区
）の
近
く
に
あ
る
川
口
屋
へ
到
着

し
ま
し
た
。
先
に
名
古
屋
入
り
し
て
い
た
加
子
母
村
庄
屋
の
政
右
衛
門
、《
升
屋
》
の
利
左
衛

門
・
久
米
次
郎（
利
左
衛
門
弟
）、
杣
頭
の
《
す
も
だ
》
半
助
と
い
っ
た
顔
馴な

染じ

み
た
ち
が
彦
七
一

行
を
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
な
お
、
川
口
屋
の
主
人
藤
七
は
す
で
に
「
大お

お

勢ぜ
い

之の

客き
ゃ
く」

を
引
き
請
け

て
い
る
た
め
、
彦
七
は
隣
の
万

よ
ろ
ず

屋や

嘉
右
衛
門
で
宿
泊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
夜
に
は
、
政
右

衛
門
・
利
左
衛
門
・
久
米
次
郎
・
半
助
・
勘
兵
衛
に
く
わ
え
、
こ
れ
ま
た
先
に
名
古
屋
入
り
し
て

い
た
中な

か

切ぎ
り

の
茂
七
、
川
上
村
の
助
右
衛
門（
杣
頭
の
代
人
と
考
え
ら
れ
ま
す
）が
彦
七
の
宿
に
集
ま
り

ま
す
。
彼
ら
が
名
古
屋
滞
在
中
の
彦
七
と
行
動
を
と
も
に
す
る
お
も
な
メ
ン
バ
ー
で
す
。
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刀
は
名
古
屋
で

こ
こ
か
ら
三
月
二
四
日
ま
で
の
一
か
月
弱
、
彦
七
た
ち
は
何
度
も
木
曽
材
木
役
所
に
出
頭
し
て

取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
取
り
調
べ
の
内
容
も
興
味
深
い
の
で
す
が
、
今
回
は
名

古
屋
で
の
買
い
物
、
特
に
刀か

た
な・

脇わ
き

差ざ
し

に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

内
木
家
は
、
享
保
一
五
年（
一
七
三
〇
）五
月
に
御
山
守
の
職
を
与
え
ら
れ
た
際
、
俸ほ

う

禄ろ
く

の
五ご

人に
ん

扶ぶ

持ち

と
あ
わ
せ
て
苗

み
ょ
う

字じ

・
帯た

い

刀と
う（

刀
を
差
す
こ
と
）を
許
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
、
百

姓
・
町
人
の
帯
刀
が
制
限
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、「
刀
を
差
し
て
い
る
」
こ
と
が
社
会
的
地
位

の
証
明
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
内
木
家
一
四
代
当
主
内
木
清
衛
武
濃
の
肖
像
画
に
も
刀
が
目
立

つ
よ
う
に
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
御
山
守
と
し
て
の
特
別
な
立
場
を
示
す
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
こ
と

（
69
）

図13　内木清衛武濃肖像
図13　（内木哲朗家所蔵）

が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
ん
な
内
木
家
は
、
も
っ
ぱ
ら
名
古
屋
で

刀
を
調
達
し
て
い
ま
す
。

三
月
五
日
、
彦
七
は
勘
兵
衛
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
お
願
い
を
し

ま
し
た
。今け

朝さ

勘か
ん

兵べ

衛え

ニ
申

も
う
し

合あ
わ
せ、
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

誂
あ
つ
ら
え

之の

刀か
た
な

鞘さ
や

巻ま
き

直な
お

し
と
ぎ
共と

も

聞き
き

合あ
わ
せ

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

拾
じ
ゅ
う

弐に

匁も
ん
めニ

而て
諸し

ょ

事じ

拵
こ
し
ら
え

可
も
う
す

申べ
き

旨む
ね

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

如い
か

何が

致い
た
し

候
そ
う
ろ
う

哉や

と
勘か

ん

兵べ

衛え

相あ
い

伺
う
か
が
い

候そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
右み

ぎ

之の

通と
お
りニ
而て

誂
あ
つ
ら
い

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う
ニ
と
申

も
う
し

合あ
わ
せ

奨た
の
み

（
69
）

尾
脇
秀
和
『
刀
の
明
治
維
新
─

「
帯
刀
」
は
武
士
の
特
権
か
？

─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八

年
）参
照
。
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遣つ
か
わス

ナ
リ

彦
七
は
勘
兵
衛
へ
、
善
右
衛
門
の
刀
の
修
理（「
鞘
巻
直
し
」
と
「
と
ぎ（
研
ぎ
）」）の
仲

ち
ゅ
う

介か
い

を
依
頼

し
、
勘
兵
衛
は
銀
一
二
匁
で
引
き
受
け
て
い
ま
す
。
同
月
一
九
日
に
勘
兵
衛
が
修
理
済
み
の
刀
を

持
参
し
た
の
で
み
て
み
る
と
、「
至し

極ご
く

結け
っ

構こ
う

」（
と
て
も
良
く
）に
で
き
て
い
ま
し
た
。
名
古
屋
に
は

腕
の
良
い
刀
職
人
が
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
同
じ
三
月
五
日
、
彦
七
は
助
右
衛
門
に
も
「
下げ

直じ
き

成な
る

脇わ
き

指ざ
し

望の
ぞ
みニ
有こ

れ

之あ
る

間あ
い
だ、
壱ひ

と

腰こ
し

買か
い

呉く
れ

」

と
、
値
段
の
安
い
脇
差
を
一
腰
買
っ
て
来
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
ま
す
。
翌
六
日
、
助
右
衛
門
は

早
速
「
昨き

の

日う

申も
う
し

合あ
わ
せ

置お
き

候
そ
う
ろ
う

刀か
た
な・

脇わ
き

指ざ
し

見け
ん

物ぶ
つ

」
に
行
き
、
所

と
こ
ろ

々ど
こ
ろの

お
店
に
良
さ
そ
う
な
刀
・
脇
差

が
あ
る
こ
と
を
彦
七
に
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。
翌
七
日
、
彦
七
は
助
右
衛
門
の
案
内
で
お
店
に
向

か
い
ま
す
。

七し
ち

間け
ん

町ち
ょ
う

筋す
じ

刀か
た
な・
脇わ

き

指ざ
し

差さ
し

お
ろ
し
相あ

い

尋た
ず
ね

相あ
い

越こ
し

、
木き

屋や

七し
ち

右え

衛も

門ん

と
申

も
う
す

所と
こ
ろニ
而て
刀か

た
な

壱ひ
と

腰こ
し

、

代だ
い

金き
ん

壱い
ち

両り
ょ
うニ
而て
買か

う

、
但

た
だ
し

下さ
げ

緒お

共と
も

、
尤

も
っ
と
も

明あ
し

日た

助か
ん

右え

衛も

門ん

取と
り
ニ
相あ

い

越こ

ス
筈は

ず
ニ
而て
右み

ぎ

代だ
い

金き
ん

ハ
相あ

い

渡わ
た

シ
刀か

た
なハ

預あ
ず

ケ
置お

き

、
山や

ま

形が
た

屋や

吉き
ち

兵べ

衛え

と
申

も
う
す

所と
こ
ろニ

而て
脇わ

き

指ざ
し

壱ひ
と

腰こ
し

、
下さ

げ

緒お

共と
も

代だ
い

弐に

分ぶ

壱い
ち

匁も
ん
めニ

而て

買
こ
れ
を

之か
う

、
是こ

れ

又ま
た

代だ
い

金き
ん

相あ
い

渡わ
た

シ
脇わ

き

指ざ
し

ハ
預あ

ず

ケ
置お

き

、
暮く

れ

々ぐ
れ

宿や
ど

へ
帰か

え

ル
ナ
リ

ま
ず
、
七
間
町（
名
古
屋
市
中
区
）の
木
屋
七
右
衛
門
と
い
う
刀
屋
で
、
下
緒
付
き
の
刀
一
腰
を
金

一
両
で
購
入
し
ま
し
た
。
本
書
で
み
て
き
た
買
い
物
の
な
か
で
一
番
の
高
額
商
品
で
す
。
続
け

て
、
山
形
屋
吉
兵
衛
の
と
こ
ろ
で
下
緒
付
き
の
脇
差
一
腰
も
金
二
分
と
銀
一
匁
で
買
っ
て
い
ま
す
。

（
70
）

（
71
）

（
71
）

宝
暦
一
三
年
「
日
記
」
三
月
八

日
条
に
「
脇
差
代
壱
匁
同
人
払

来
り
呉
候
由
ニ
付
、
則
壱
匁
六

拾
四
文
同
人
へ
渡
ス
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
当
時
の
相
場
は
銀

一
匁
＝
銭
六
四
文
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

（
70
）

刀
の
鞘
の
栗
形
と
い
う
部
分
に

通
し
、
刀
を
上
帯
に
結
び
つ
け

る
た
め
の
紐
。
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ほ
か
の
買
い
物
に
比
べ
れ
ば
こ
ち
ら
も
十
分
高
価

で
す
が
、
彦
七
は
安
価（「
下げ

直じ
き

」）の
品
を
望
ん
で

い
た
の
で
、
こ
れ
で
も
比
較
的
安
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
先
に
代
金
だ
け
渡
し
、
品
物

は
翌
日
に
助
右
衛
門
が
宿
ま
で
届
け
て
く
れ
ま
し

た
。彦

七
が
刀
・
脇
差
を
買
っ
た
三
月
七
日
、
三み

留ど

野の

村（
長
野
県
木
曽
具
南
木
曽
町
）の
杣
頭
九
左
衛
門

ら
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
も
し
て
い
ま
す
。

白し
ら

木き

彦ひ
こ

三さ
ぶ

郎ろ
う

脇わ
き

指ざ
し

拵
こ
し
ら
え

度た
き

由よ
し

、
世せ

話わ

や
き

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う
ニ
と
申

も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
加か

子し

母も

半は
ん

助す
け

馴な

染じ
み

之の

脇わ
き

指ざ
し

屋や

有こ
れ

之あ
る

由よ
し
ニ
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

（
72
）

御
用
材
生
産
用
の
樹
木
の
選
定

や
伐
り
出
し
作
業
の
立
ち
合
い

を
担
う
役
職
。

同ど
う

人じ
ん

へ
申

も
う
し

合あ
わ
せ

可も
う
す

申べ
く

間あ
い
だ、
案あ

ん

内な
い

為い
た

致さ
せ

、
自じ

分ぶ
ん

相あ
い

越こ
し

、
望

の
ぞ
み

之の

通と
お
り

好こ
の

ミ
可

し
か
る

然べ
き

旨む
ね

挨あ
い

拶さ
つ

い
た
し

置お
く

九
左
衛
門
は
彦
七
へ
、山や

ま

手て

代だ
い

の
白
木
彦
三
郎
が
脇わ

き

指ざ
し

を
拵こ

し
らえ
た
い
と
い
う
の
で
「
世せ

話わ

や
き
」

し
て
く
れ
な
い
か
と
相
談
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
彦
七
は
、
半
助
に
「
馴な

染じ
み

之の

脇わ
き

指ざ
し

屋や

」
が
あ
る
よ

う
な
の
で
、
彼
に
案
内
を
さ
せ
ま
し
ょ
う
と
答
え
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時

（
72
）
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代
に
は
百
姓
・
町
人
は
帯
刀
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
ま
し
た
が
、
脇
差
を
帯
び
る
こ
と
へ
の
取と

り
締し

ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
時
代
劇
な
ど
で
旅
人
が
差
し
て
い
る
「
道ど

う

中ち
ゅ
う

差ざ

し
」
も
脇
差
な

の
で
問
題
な
か
っ
た
の
で
す
。
杣
頭
と
は
い
え
身
分
は
百
姓
の
半
助
に
「
馴な

染じ
み

之の

脇わ
き

指ざ
し

屋や

」
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
脇
差
が
私
た
ち
の
想
像
以
上
に
身
近
な
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
な
お
、
翌
八
日
に
彦
三
郎
は
半
助
の
案
内
で
杉す

ぎ

ノ
町ち

よ
う（

名
古
屋
市
東
区
）へ
行
き
、
脇
差
一
腰
を

買
い
ま
し
た
。

内
木
家
に
と
っ
て
大
切
な
刀
・
脇
差
は
、
質
の
高
い
良
品
と
職
人
が
集
ま
る
城
下
町
名
古
屋
で

買
い
た
い
品
物
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
前
節
で
は
利
左
衛
門
の
「
誂
」
を
紹
介
し
ま
し

た
が
、
名
古
屋
通
の
杣
頭
た
ち
は
刀
・
脇
差
の
購
入
で
も
頼
り
に
な
っ
た
の
で
す
。

家
族
へ
の
土
産

三
月
一
九
日
、
彦
七
は
、
と
あ
る
場
所
へ
買
い
物
に
向
か
い
ま
す
。

四よ

ツ
頃ご

ろ

ゟよ
り

京き
ょ
う

町ま
ち

伊い

藤と
う

へ
相あ

い

越こ
し

、
ひ
さ
や
花は

な

色い
ろ

壱い
ち

丈じ
ょ
う、

此こ
の

糸い
と

と
く
さ
、
ち
り
め
ん
抱

か
か
え

帯お
び

弐ふ
た

筋す
じ

、
壱い

ち

両り
ょ
う

遣つ
か
わし

弐に

分ぶ

ト
三さ

ん

百び
ゃ
く

四よ
ん

十じ
ゅ
う

七な
な

文も
ん

つ
り
取と

り

、
夕ゆ

う

方が
た

迄ま
で

ニ
万

よ
ろ
ず

屋や

嘉か

右え

衛も

門ん

へ
為も

ち

持こ
さ

越せ

呉く
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

ニ
と
申

も
う
し

合あ
わ
せ

置お
き

、
夫そ

れ

ゟよ
り

本ほ
ん

町ち
ょ
う

五ご

丁ち
ょ
うめ

お
こ
し
や
権ご

ん

右え

衛も

門ん

ニ
而て
桐き

り

油あ
ぶ
ら

壱ひ
と
つ

数す
う

百ひ
ゃ
く

文も
ん

、
十

じ
ゅ
う

一い
ち

屋や

へ
寄よ

り
、
大
く
け
針は

り

拾じ
ゅ
っ

本ぽ
ん

拾じ
ゅ
う

八は
ち

文も
ん
ニ
而て
買か

い

、
京

き
ょ
う

町ま
ち
ニ
而て
半は

ん

紙し

三さ
ん

帖じ
ょ
う

七な
な

拾じ
ゅ
う

五ご

文も
ん

ニ
而て
買か

い

、
昼ひ

る

過す
ぎ

帰か
え

り
、
永え

い

安あ
ん

寺じ

筋す
じ

ニ
而て
た
は
こ
入い

れ

六む
っ

ツ
、
五ご

拾じ
ゅ
う

八は
ち

文も
ん

ニ
而て
買か

う

也な
り

、

（
73
）

（
74
）

（
73
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）三
月
五

日
に
も
、
名
古
屋
に
行
っ
た
付

知
村
の
杣
頭
清
助
が
、
彦
七
の

「
山
差
刀
」
と
善
右
衛
門
の
脇

差（
合
計
金
二
分
と
銭
二
八
〇

文
）を
届
け
て
い
る（
同
年
日

記
、
三
月
五
日
条
）。

（
74
）

名
古
屋
出
張
の
前
日
、
彦
七
は

出
張
時
に
携
帯
す
る
刀
を
《
升

屋
》
か
ら
借
用
し
て
お
り
、
杣

頭
た
ち
も
刀
を
所
持
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る（
宝
暦

一
三
年
日
記
、
二
月
二
八
日

条
）。
な
お
、
右
の
刀
は
三
月

二
一
日
に
名
古
屋
で
利
左
衛
門

に
返
却
し
て
い
る
。
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山や
ま

方か
た

中ち
ゅ
うも

追お
い

々お
い

調ち
よ
う

物も
つ

ニ
出で

ル
ナ
リ

四
つ
時（
午
前
一
〇
時
）ご
ろ
、
彦
七
は
京
町（
名
古
屋
市
中
区
）の
「
伊い

藤と
う

」
と
い
う
店
で
、「
ひ
さ
や（
緋
紗
綾
）花は
な

色い
ろ

」
一
丈
と
「
ち
り
め
ん（
縮

緬
）抱
か
か
え

帯お
び

」
二ふ

た

筋す
じ

を
買
い
、
金
一
両
を
支
払
っ
て
お
釣
り
の
金
二
分
と

銭
三
四
七
文
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
紗
綾
は
卍ま

ん
じを

斜
め
に
崩
し
た
文
様

な
ど
を
表
し
た
ツ
ヤ
の
あ
る
絹
織
物
、
縮
緬
は
生
地
の
表
面
に
細
か
い

皺
の
あ
る
絹
織
物
で
す
。
荷
物
は
宿
の
万
屋
ま
で
届
け
て
ほ
し
い
と
頼

み
、夕
方
に
「
今き

ょ

日う

調
と
と
の
え

置お
き

候
そ
う
ろ
う

帯お
び

三さ
ん

筋す
じ

」
を
「
伊
藤
」
の
店
員
が
持
っ

て
来
て
く
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
「
伊
藤
」
と
い
う
店
、
の
ち
に
松ま

つ

坂ざ
か

屋や

百
貨
店
と
な
る

豪
商
伊
藤
次
郎
左
衛
門
の
呉ご

服ふ
く

太ふ
と

物も
の

屋や

で
す
。
ま
た
、
彦
七
は
伊
藤
呉

服
店
に
行
っ
た
後
、「
十

じ
ゅ
う

一い
ち

屋や

」
で
「
大
く
け
針（
和
裁
に
使
う
針
）」
一

〇
本
を
銭
一
八
文
で
買
っ
て
い
ま
す
。「
十
一
屋
」
は
、
伊
藤
家
に
次

ぐ
名
古
屋
の
豪
商
小
出
庄
兵
衛
が
営
ん
だ
小こ

間ま

物も
の

・
呉
服
太
物
屋
で
、

図14　伊藤呉服店（『尾張名所図会』前編・巻1、天保15年刊、
図14　国立国会図書館所蔵）

昭
和
一
八
年（
一
九
四
三
）設
立
の
丸ま

る

栄え
い

百
貨
店
の
前
身
に
あ
た
り
ま
す
。
絹
織
物
・
裁
縫
道
具
と

い
っ
た
内
容
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
購
入
品
は
加
子
母
村
に
残
る
女
性
た
ち
へ
の
土
産
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

（
75
）
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ま
た
、
先
立
つ
三
月
一
四
日
に
は
「
水す

い

牛ぎ
ゅ
う

櫛ぐ
し

・
笄

こ
う
が
い」

を
三
三
〇
文
で
購
入
し
て
い
ま
す
。
櫛

は
お
馴
染
み
の
髪
を
す
く
道
具
、
笄
は
女
性
の
髷
に
飾
り
と
し
て
差
す
道
具
で
、
舶
来
品
の
水
牛

の
角
製
の
よ
う
で
す
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）三
月
に
は
、
付
知
村
の
杣
頭
清
助
が
お
し
げ
の

「
亀き

っ

甲こ
う

差さ
し

櫛ぐ
し

」
一
枚（
三
四
〇
文
）を
彦
七
家
ま
で
届
け
て
お
り
、
今
回
の
「
水
牛
櫛
・
笄
」
も
家
族

の
女
性
へ
の
土
産
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
土
産
と
し
て
煙
草
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
伊
藤
呉
服
店
に
行
っ
た
後
、
彦
七
は
永
安

寺
の
近
く
で
煙
草
入
れ
六
つ
を
銭
五
八
文
で
買
っ
て
い
ま
す
。
前
節
で
も
《
升
屋
》
利
左
衛
門
が

名
古
屋
土
産
と
し
て
煙
草
入
れ
を
彦
七
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
銭
一
〇
文
く
ら
い
で
買

え
る
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
煙
草
入
れ
は
、
土
産
の
定
番
商
品
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

都
会
の
店
で
家
族
の
た
め
に
土
産
を
買
っ
て
帰
る
。
現
代
に
も
通
じ
る
父
・
彦
七
の
姿
で
す
。

帰
り
道

土
産
も
調
達
し
た
彦
七
は
、
三
月
二
二
日
に
加
子
母
村
へ
の
帰き

路ろ

に
つ
き
ま
す
。
前
日
の
夜
、

万
屋
嘉
右
衛
門
へ
宿
泊
代
銭
二
貫
二
〇
〇
文（
一
日
一
〇
〇
文
）の
領
収
書
を
作
っ
て
も
ら
い
、
金
二

分
と
銭
一
七
二
文
を
払
っ
て
勘か

ん

定じ
ょ
うを

済
ま
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
は
、
半
助
・
勘
兵
衛
に
万
屋
の

「
お
ば
ゝ
」
を
交
え
て
酒
を
呑
み
、
名
古
屋
最
後
の
夜
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

二
二
日
の
朝
、
庄
屋
の
政
右
衛
門
、《
升
屋
》
助
左
衛
門
・
利
左
衛
門
・
久
米
次
郎
、
勘
兵
衛

（
75
）

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）一
二

月
六
～
一
二
日
、
彦
七
・
善
右

衛
門
の
両
名
で
再
び
名
古
屋
に

出
張
し
た
際
も
、
善
右
衛
門
が

伊
藤
呉
服
店
で
「
絹
四
尺
」（
川

口
屋
藤
七
の
妻
に
頭
巾
に
し
て

も
ら
う
）、
十
一
屋
で
「
調
物
」

を
調
達
し
て
い
る（
宝
暦
一
三

年
日
記
、
一
二
月
九
日
条
・

一
〇
日
条
）。
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な
ど
が
見
送
り
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
彦
七
は
、
小お

郷ご

の
仲
右
衛
門
と
付
知
村
の
伊
兵
衛
と
と
も

に
、
五
つ
半
時（
午
前
九
時
）ご
ろ
に
万
屋
を
発た

ち
ま
し
た
。
彦
七
一
行
は
、
小
牧
、
石い

し

原は
ら

を
経
て

七
つ
時（
午
後
四
時
）過
ぎ
に
木
曽
川
沿
い
の
土つ

ち

田だ

村（
岐
阜
県
可
児
市
）に
到
着
し
、
向
屋
源
四
郎
と

い
う
者
の
家
で
宿
泊
を
し
て
い
ま
す
。

翌
二
三
日
、
夜
明
け
に
土
田
村
を
出
発
し
た
一
行
は
、
彦
七
の
知
り
合
い
の
兼か

ね

山や
ま

村（
岐
阜
県
可

児
市
）井
筒
屋
万
吉
の
と
こ
ろ
で
茶
漬
け
を
出
し
て
も
ら
い
一い

っ

旦た
ん

休
憩
し
ま
す
。
そ
の
後
、
行
き

と
同
じ
く
黒
瀬
湊
を
経
て
、
須す

崎ざ
き

村
で
宿
を
探
し
ま
し
た
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
よ
う
や
く

仲
右
衛
門
の
知
り
合
い
の
中
須
崎
の
椴
右
衛
門
と
い
う
者
に
泊
め
て
も
ら
え
ま
し
た
。

翌
二
四
日
は
、
神か

ん

土ど

村（
岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
）で
雨
に
降
ら
れ
、「
迷め

い

惑わ
く

〳め
い
わ
く〵

」
と
愚
痴
を
こ

ぼ
し
な
が
ら
も
、
合
羽
を
着
て
進
み
続
け
ま
す
。
加
子
母
村
に
入
っ
て
か
ら
は
《
藤
ノ
木
》
清
左

衛
門
に
傘
を
借
り
、
昼
過
ぎ
ご
ろ
に
よ
う
や
く
我
が
家
に
到
着
し
ま
し
た
。
早
速
、《
下
屋
》
の
隠

居
仁
右
衛
門
と
藤
吉
・
お
そ
よ
夫
婦
、《
冨
田
》
の
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫
婦
、《
中
洞
》
の
お
い

わ
、《
岩
屋
》
の
清
十
が
続
々
と
逢
い
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
帰
路
を
と
も
に
し
た
仲
右
衛
門
と

伊
兵
衛
に
茶
漬
け
と
酒
を
振
る
舞
っ
て
労ね

ぎ
らい

、
二
人
も
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

彦
七
は
、
暮
前
に
《
冨
田
》
へ
行
っ
て
「
母は

は

人び
と

」（
彦
七
の
母
）に
「
御お

目め

ニ
懸か

か

」
り
、
無
事
帰
っ

て
き
た
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
名
古
屋
の
土
産
と
し
て
「
母は

は

人び
と

へ
た
は
こ
入い

れ

壱ひ
と

ツ
」

を
渡
し
て
い
ま
す
。「
母
人
」
は
土
産
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彦
七
の
無
事
を
な
に
よ
り
喜
ん
だ
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こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
て
、
一
か
月
弱
に
お
よ
ん
だ
彦
七
の
名
古
屋

出
張
は
終
了
で
す
。
し
か
し
、
少
し
だ
け
後
日
談
が
あ

り
ま
す
。
同
年
四
月
一
九
日
、
と
あ
る
人
物
が
彦
七
家

に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

昼ひ
る

頃ご
ろ

犬い
ぬ

山や
ま

源げ
ん

次じ

郎ろ
う

商し
ょ
う

人に
ん

来き
た
り

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
酒さ

け

為の
ま

呑せ

遣つ
か
わス
、
尤

も
っ
と
も

最さ
い

前ぜ
ん

名な

古ご

屋や

ヘ
相あ

い

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

節せ
つ

、

犬い
ぬ

山や
ま

ニ
而て
源げ

ん

次じ

郎ろ
う

宅た
く

へ
寄よ

り
、
世せ

話わ

ニ
預あ

ず
かり

候
そ
う
ろ
う

に
付つ

き

、
右み

ぎ

之の

通と
お
り

饗き
ょ
う

応お
う

遣つ
か
わス
也な

り

犬
山
の
商
人
源
次
郎
で
す
。
実
は
、
名
古
屋
へ
向
か

う
途
中
の
二
月
二
九
日
に
犬
山
村
を
通
っ
た
際
、
彦
七
一
行
は
源
次
郎
の
家
へ
立
ち
寄
り
、
い
ろ

い
ろ
と
「
世せ

話わ

」
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
お
礼
と
し
て
、
彦
七
は
酒
を
振
る
舞
っ
て

源
次
郎
を
饗
応
し
て
い
ま
す
。
源
次
郎
に
限
ら
ず
、
彦
七
一
行
は
道
中
の
先
々
で
知
り
合
い
に
逢

い
、
時
に
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
加
子
母
村
を
超
え
た
人
脈
が
、
彦
七
の
名
古
屋
行
き
を
下し

た

支ざ
さ

え
し
て
い
た
の
で
す
。



おわりに

─ 87 ─

お
わ
り
に

今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
内
木
彦
七
家
の
暮
ら
し
を
取
り
巻
く
お
金
と
物
、
そ
し
て
商

人
・
職
人
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
塩
や
海
水
魚
を
含
む
食
べ
物
、
綿
や
衣
類
、
は
た
ま
た
刀
・

脇
差
に
い
た
る
豊
富
な
買
い
物
。
さ
ら
に
は
、
商
品
作
物
の
売
買
、
生
活
用
具
の
修
理
や
田
畑
の

普
請
な
ど
…
。
彦
七
の
日
記
か
ら
は
、
自
給
自
足
・
物
々
交
換
を
連
想
さ
せ
る
閉
鎖
的
な
山
村
像

と
は
異
な
り
、
老
若
男
女
が
お
金
を
遣
い
こ
な
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
と
サ
ー
ビ
ス
を
得
て
い
た

加
子
母
村
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
暮
ら
し
は
、
日
常
の
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
う
村
内
の
商
人
・
職
人
に
く
わ
え
、
他
所
か

ら
貴
重
な
商
品
と
技
術
を
も
た
ら
す
村
外
の
商
人
・
職
人
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
彼
ら
の
よ
う
に
各
地
を
行
き
交
っ
た
人
び
と
は
、
村
に
物
と
お
金
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な

く
、
情
報
の
伝
達
や
遠
隔
地
へ
向
か
う
村
民
の
先
達
を
担
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
加
子
母
村

は
、決
し
て
“
内
”
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、多
様
な
生
業
の
人
び
と
を
介
し
て
“
外
”

の
世
界
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
出
入
り
の
商
人
・
職
人
や
杣
頭
た
ち
と
彦
七
家
の
「
緩ゆ

る

々ゆ
る

」
と
し
た
交
流
か
ら
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
人
と
人
と
し
て
の
お
付
き
合
い
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
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す
。
私
た
ち
の
生
き
る
現
代
は
、
生
産
技
術
や
流
通
網
の
飛
躍
的
な
進
歩
に
よ
り
、
気
軽
に
多
様

な
品
物
と
サ
ー
ビ
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
便
利
な
生
活
が
当

た
り
前
に
な
っ
た
結
果
、
不
便
へ
の
不
満
だ
け
が
高
ま
り
、
そ
こ
に
従
事
す
る
人
た
ち
へ
の
敬
意

を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
働
き
方
も
他
者
と
の
距
離
も
江
戸
時
代
と
は
大
き

く
異
な
る
現
代
で
す
が
、互
い
へ
の
「
思
い
や
り
」
を
大
切
に
し
て
い
た
“
か
し
も
生
活
”
に
は
、

ギ
ス
ギ
ス
と
し
た
現
代
社
会
の
あ
り
方
を
見
直
す
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
頃
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木

哲
朗
氏
と
ご
家
族
の
皆
様
、
講
演
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
な
ど
で
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
助
言

を
い
た
だ
い
て
い
る
加
子
母
地
区
の
皆
様
、
そ
し
て
、
毎
回
の
無
理
な
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

素
敵
な
挿
絵
を
描
い
て
下
さ
っ
た
加
子
母
在
住
の
絵
本
作
家
本
間
希
代
子
氏
に
対
し
ま
し
て
、
心

よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
仲
泉 

剛
・
林 

幸
太
郎
）
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