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は

じ

め

「
湖
と
歴
史
に
学
ぶ
町
」
と
い
う
テ
l
マ
を
揚
げ
、
ま
ち
噂
つ
く
り
を
進
め
て
い
る
宍
道
町
に
と
っ
て
、
「
宿
場
町
宍

道
」
の
解
明
は
ま
ず
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
し
た
。

て
き
た
「
近
世

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
「
宿
場
町
宍
道
」

H

「
本
陣
や
宿
屋
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
町
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち

今
回
の
ふ
る
さ
と
文
庫
は
宍
道
地
区
に
残
る
近
世
か
ら
の
町
並
み
、
古
文
書
、
そ
の
他
の
史
料
か
ら
浮
か
び
上
が
っ

Lι
じ
り
し
ゅ
く

宍
道
宿
」
の
実
像
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

が
ち
で
す
が
、
調
査
を
進
め
る
中
で
、
近
世
の
宍
道
は
む
し
ろ
「
交
通
運
輸
全
般
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
町
」
と
い
う

実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
し
ち
の
う
ま
や

こ
の
こ
と
は
「
古
代
の
山
陰
道
と
宍
道
駅
」
、
「
中
世
の
湖
上
交
通
路
と
北
津
、
中
津
な
ど
の
港
」
、
「
殿
さ
ん
道
（
近

世
の
山
陰
道
）
と
本
陣
」
、
「
山
陰
本
線
、
木
次
線
と
宍
道
駅
」
「
高
速
自
動
車
道
と
宍
道
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
・
ジ
ヤ

ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
歴
史
的
関
係
と
相
ま
っ
て
、
宍
道
の
町
は
背
も
今
も
そ
の
立
地
に
由
来
す
る
「
幹
道
の
通
る
町
」

と
い
う
宿
命
に
よ
っ
て
、
住
む
人
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
関
わ
ら
ず
動
か
さ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
と
改
め
て
認
識
さ
せ

て
く
れ
る
も
の
で
し
た
。

本
書
の
作
成
に
あ
た
り
、
長
年
収
集
し
て
こ
ら
れ
た
史
料
を
も
と
に
快
く
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
石
富
寅
芳
氏
に

は
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

宍

道

町

教

育

委

員

会



そ
の

そ
の

「
宍
道
の
町
並
み
ス
ケ
ッ
チ
」

町

並

み

を

み

る

1
．
往
還
道
沿
い

2 

本
陣旧
と 街
小し道

路i皇
本
道

休
泊
そ
し
て
往
来

3
．
変
わ
り
ゆ
く
街
区

新
し
い
街
区
の
誕
生

z士宮
フE

道

の

宿

場

は

4
．
地
銭
御
検
地
帳

完
道
町
地
銭
御
検
地
帳

5
．
町
の
景
観
か
ら

、
馬
四
二
疋
舟
三
二
般

完
道
木
綿
市
御
免
の
願
い

6
．
荷
送
り
さ
ま
ざ
ま

木
綿
荷
と
完
道
駅
馬
と

も

く

じ

聞
き
書
き
昭
和
一
け
た

昔
を
残
す
町
並
み
形
態

目
代
・
庄
屋
兼
勤
と
し
て

折
込

宍
道
市
街
部
の
図

願
い
奉
る
諸
色
売
買
市

3 5 10 16 27 



そ
の
三

7
．
伊
藤
さ
ん
の
見
た
町

在
方
町
の
構
成
と
機
能

r.b. ノ、

と

町

場

道
8 

一
本
の
金
棒

風
帆
商
舶
繁
多
な
り

9
．
風
に
乗
っ
て

諸
園
御
関
所
御
番
衆
中

佐
渡
屋
諸
園
客
船
帳

印
回
雄
志
の
か
げ
に

尼
子
合
戦
以
来
の
こ
と

そ

の

四

近

世

か

ら

近

代

〆＼

日
．
町
並
み
の
記
録
か
ら

宍
道
の
町
は
中
世
に
原
形
町
場
の
成
立
は
い
つ
？

「
宍
道
一
湖
を
推
理
す
る

ロ
．
御
一
新
の
中
で

近
世
型
交
通
か
ら
の
再
生

参
考
・
引
用
文
献
ほ
か

昨I

意
宇
都
完
道
町
地
銭
御
検
地
帳

公
用
人
馬
の
つ
ぎ
立
て

34 39 45 54 56 67 





し

ん

じ

こ

神
さ
ま
の
国
引
き
に
よ
っ
て
で
き
た
と
い
わ
れ
る
宍
道
湖
は
、
む
か
し
か
ら
地
域
の
住
民
に

み
ず
う
み

親
し
ま
れ
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
六
三
年
そ
の
湖
の
淡
水
化
計
画
の
中
止
を
決
定
、
美

し
い
景
観
と
湖
の
役
割
は
末
長
く
児
孫
に
の
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
宍
道
湖

し
ゅ
く
ぱ
ま
ち

の
南
畔
に
成
立
し
た
宿
場
町
P

し
ん
じ
d

の
一
側
面
を
こ
れ
か
ら
紹
介
し
た
い
と
お
も
い
ま

す

（
巻
末
の
「
宍
道
町
部
現
況
と
史
跡
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

そ
の

町

並

み

を

見

る

1
．
往
還
道
沿
い

松
江
か
ら
国
道
九
号
線
を
西
に
向
か
っ
て
お
よ
そ
一
六
回
、
灘
が
わ
に
雲
南
石
油
ス
タ
ン
ド
が
あ

い
ち
り
っ
か

り
ま
す
。
そ
の
西
方
は
畑
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
地
名
は
「
一
里
塚
」
。
江
戸
時
代
に
は
一
里
塚
が
お
か
れ
た
場
所

一旧
街

本
道

道は

は
じ
め
に
、
今
の
町
並
み
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

と
推
定
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
西
へ
五
O
O
m進
む
と
道
は
左
右
に
分
岐
、
左
折
す
る
と
町
並
み
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
長

さ
お
よ
そ
九
O
O
m
に
わ
た
り
ま
す
。

街
区
の
道
幅
約
六
・
七

m、
右
手
（
宍
道
湖
が
わ
）
の
約
五
O
m
（
多
少
の
出
入
り
が
あ
る
）
さ
き
は
昭
和
二
一

O
年

か

め

し

ま

し

ゃ

し

よ

う

じ

よ

う

じ

ひ

か

わ

う

し

い

ち

ヨ

代
ま
で
湖
で
し
た
。
灘
が
わ
に
は
亀
島
社
、
ま
も
な
く
山
手
に
元
宿
屋
あ
と
、
正
定
寺
、
氷
川
神
社
、
元
牛
市
場
、

1 



き
た
づ
さ
ん
ば
し

湖
畔
の
元
北
津
桟
橋
あ
と
（
戦
前
ま
で
存
在
）
、
そ
し
て
駅
通
り
に
出
ま
す
。
駅
通
り
は
か
つ
て
の
道
幅
が
拡
張
さ
れ

て
い
ま
す
。
両
側
の
建
物
は
今
は
ほ
と
ん
ど
二
階
建
て
、
そ
の
中
に
江
戸
期
の
駒
市
を
残
し
た
建
物
が
点
在
し
て
い
ま

す。

2 

駅
通
り
を
過
ぎ
る
と
造
り
酒
屋
（
か
つ
て
は
赤
れ
ん
が
造
り
の
煙
突
も
）
、
元
衛
京
、
思
あ
と
と
伝
え
ら
れ
る
場
所
、

ご

ば

し

し

よ

う

じ

な

か

づ

さ

ん

ば

し

小
橋
小
路
、
そ
し
て
旧
本
陣
屋
敷
（
後
述
）
、
中
津
桟
橋
あ
と
（
高
田
屋
小
路
な
だ
）
、
倉
庫
あ
と
な
ど
が
見
ら
れ
、
廻

船
問
屋
等
が
散
在
し
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
街
道
は
お
よ
そ

伊志見一里塚から約4回東の地

一
本
道
で
す
が
、
中
央
部
で
山
手
に
や
や
湾
曲
し
て
い
ま
す
。

お
が
わ

1
L

小
川
掃
を
渡
っ
て
ま
も
な
く
、
雲
南
地
方
と
の
結
節
点
対
駅
街
車
あ

山
陰
道
と
大
原
街
道
分
岐
点
の
道
標

完道町村絵図



と
が
の
こ
り
ま
す
。
明
治
二

0
年
代
に
建
設
さ
れ
た
備
後
出
雲
街
道
の
す
ぐ
手
前
（
東
寄
り
）
が
入
り
口
で
す
。
さ
ら

さ

そ

う

が

わ

に
酉
進
し
て
佐
々
布
川
に
至
り
町
並
み
は
終
わ
り
ま
す
。

い

ち

ば

だ

し

せ

ん

ま
た
、
山
手
側
の
町
う
ら
に
は
駄
送
用
の
馬
が
戦
後
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
元
牛
市
場
の
隣
に
は
牛
馬
の
神
様
大
山
さ

ご
う
じ
ゃ

ん
を
拝
礼
す
る
小
高
い
丘
も
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
綿
打
屋
、
醤
油
屋
、
椛
屋
、
舟
大
工
、
造
り
酒
屋
の
前
に
は

お

け

ほ

し

ば

は

た

ご

せ

ん

し

ょ

う

じ

桶
干
場
（
今
は
駐
車
場
）
、
旅
篭
（
茶
屋
あ
と
と
推
定
）
、
専
称
寺
（
真
宗
）
等
々
が
み
ら
れ
ま
す
。
小
川
橋
の
灘
約
一

五
O
m
の
地
点
に
、
水
位
観
測
の
小
塔
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
昭
和
街
区
が
で
き
る
ま
で
湖
中
で
し
た
。

？
レ
よ
』
つ
い
レ

2
．

本

陣

と

小

路

い
ま
は
P

八
雲
本
陣
4

と
名
づ
け
て
そ
の
一
部
が
旅
客
の
宿
泊
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
つ

て
は
松
江
藩
主
の
地
方
巡
見
や
日
御
碕
等
御
社
参
、
狩
場
往
来
の
際
の
休
泊
所
で
あ
り
ま
し
た
。
享
保
一
八
年
（
一

休
泊
そ
し
て

往

来

ほ
ん
じ
ん
い
こ
う

江
戸
時
代
の
建
築
と
確
認
で
き
る
建
物
「
本
陣
遺
構
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

七
三
三
年
）

の
建
築
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
往
時
の
お
も
か
げ
を
色
濃
く
た
だ
よ
わ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宿
場
と
し
て

成
立
す
る
条
件
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
数
次
の
補
修
を
加
え
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
旧
本
陣
遺
構
と
し
て
は
主
屋
等
だ
け
で
す
が
、
町
家
と
し

て
も
一
八
世
紀
前
半
の
数
少
な
い
事
例
と
い
え
ま
す
。
昭
和
四
四
年
に
、
主
屋
建
物
に
関
係
絵
図
面
を
あ
わ
せ
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

出
雲
国
内
や
他
国
の
本
陣
遺
構
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
門
構
え
や
間
取
り
配
置
に
共
通
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。

3 



こ
こ
の
本
陣
の
場
合
は
南
方
へ
お
よ
そ
四

O
O
m
の
地
に
別
荘
が
あ
り
、
今
は
P

木
幡
山
荘
4

と
呼
ば
れ
一
般
に
公
開

4 

さ
れ
て
い
ま
す
。
（
当
本
陣
の
詳
細
な
機
能
お
よ
び
宿
場
町
に
お
け
る
休
泊
の
状
況
に
つ
い
て
は
別
に
紹
介
さ
れ
る
機

木幡家屋敷構え略図手前が往還道前棟大
屋根の部分が指定文化財 その後方に土蔵群
が見られる またうしろは現在旅館となって
いる

会
が
あ
り
ま
す
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
と
し
ま

す。）本
陣
に
準
じ
た
役
目
を
も
っ
御
茶
屋
に
関
し
て
は
、

今
建
物
等
は
残
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
現
田
中
医

院
近
辺
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
作
事
な
ど
は
お
お

む
ね
藩
費
で
ま
か
な
い
、
小
豆
沢
家
の
管
理
に
よ
っ
て

い
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
（
関
係
記
録
が
宍
道
町
誌
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
）

宍
道
の
町
並
み
の
場
合
は
街
道
一
本
の
両
側
に
住
居

が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
街
道
に
直
交
し
て
P

小
路
d

（
し
よ
う
ち
）
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
京
近
辺
で
は

コ
ウ
ヂ
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
三
百
年
も
前
の
記

録
に
残
っ
て
い
る
小
路
も
あ
る
の
で
、
町
立
で
し
た
時

計
画
的
に
造
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

こ
ば
し
し
ょ
う
ち

「
森
小
路
」
「
小
橋
小
路
」
「
高
田
屋
小
路
」
「
葉
山



屋
小
路
」
な
ど
こ
れ
ま
で
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
道
幅
は
お
よ
そ
三
尺
か
ら
五
尺
、
荷
を
運
ぶ
の
に

や
っ
と
の
狭
い
部
分
で
す
。
来
待
石
を
敷
き
つ
め
た
小
路
も
近
年
ま
で
残
っ
て
い
ま
し
た
。
小
路
に
よ
っ
て
は
通
り
に

し
た
。

沿
っ
て
倉
庫
が
並
ん
だ
り
、
せ
ま
い
路
地
の
む
こ
う
に
き
ら
め
く
宍
道
湖
を
み
つ
け
て
心
を
躍
ら
せ
る
も
の
も
あ
り
ま

高田屋小路一戦後まで石だたみ手前は町並み本通り
少し奥に倉庫 奥の白壁あたりに中津の桟橋があった

3
．
変
わ
り
ゆ
く
街
区

歩
い
て
き
た
街
道
沿
い
の
町

新

し

い

街
区
の
誕
生

並
み
は
、
昭
和
一
一
一

0
年
代
ま

（
付
図

参
照
）
。

で
湖
岸
に
接
し
て
い
ま
し
た

昭
和
三
九
年
利
保
部
分
を
ふ
く
め
て
宍
道
湖
部
分

干
拓
が
成
り
新
し
い
街
区
の
誕
生
を
み
た
の
で

一
七
八
三
年
（
お
よ
そ
一
二

O
年
前
）
の
古

文
書
に
は
「
完
道
町
の
儀
は
、
元
来
か
た
や
海
か

すた
や
山
に
て
郷
中
土
地
あ
い
い
た
っ
て
手
狭
ま
に

ご
ざ
候
・
・
・
、

田
畑
わ
ず
か
の
場
所
に
て
：
；
平
日

経
営
む
ず
か
し
き
所
が
ら
に
ご
ざ
候
。
」
と
記
し

;J 



て
い
ま
す
が
、
宿
願
が
や
っ
と
果
さ
れ
「
昭
和
区
」
と
し
て
町
の
発
展
を
約
束
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
区
の

6 

街
道
H
旧
国
道
五
四
号
線
）

北
側
（
湖
岸
）
に
は
新
し
く
国
道
九
号
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。
町
と
し
て
は
、
明
治
二
四
年
の
備
後
出
雲
街
道
（
大
原

の
新
設
、
明
治
末
期
の
鉄
道
（
現
J
R
線
）
敷
設
以
来
の
変
容
と
も
言
え
ま
す
。

明
治
初
期
（
明
治
一

O
年
前
後
か
）
の
村
絵
図
を
み
ま
す
と
、
町
並
み
西
方
に
「
船
場
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

あ

ぎ

な

（
表
紙
参
照
）
い
つ
ご
ろ
こ
の
字
名
が
つ
け
ら
れ
た
か
は
不
明
で
す
が
、
田
街
道
よ
り
南
に
位
置
し
ま
す
の
で
、
宍
道

湖
が
今
よ
り
南
に
む
け
て
湾
入
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
独
断
の
か
ぎ
り
で
す
が
、
旧
街
区

よ
り
さ
ら
に
南
方
よ
り
の
山
ぎ
わ
に
通
行
道
が
あ
っ
た
の

旧本陣界隈 きわめて計算された江戸時代

の都市計画街区である

か
も
、
と
考
え
ま
す
（
古
代
）
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
宍
道

の
町
は
P

北
進
4

政
策
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
を
活
か
し
続

け
て
き
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

つ
い
で
に
今
で
は
み
ら
れ
な
い
昭
和

聞
き
書
き

昭
和
け
た

初
期
の
町
の
景
観
を
メ
モ
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
（
こ
の
項
開
き
書
き
に
よ
る
）

当
時
車
も
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
荷
馬
車
も
あ
り
ま
し

た。

一
O
台
く
ら
い
は
数
え
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
松
用
材
な

ど
丸
太
の
ま
ま
で
か
な
り
の
重
量
と
思
い
ま
す
が
、

人

で
荷
役
し
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
ま
た
、
今
は
全
く
見



ら
れ
な
い
人
力
車
が
あ
っ
て
、
人
々
の
求
め
に
応
じ
引
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
従
事
し
て
い
た
の
は
三
軒
ほ
ど
で
、

ほ
か
に
個
人
専
用
の
も
の
が
二
台
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
宿
屋
は
五
、
六
軒
を
数
え
る
く
ら
い
で
す
。

駅
前
の
陸
運
会
社
（
正
式
な
名
称
は
不
明
）
に
は
仲
仕
さ
ん
が
十
余
名
い
て
鉄
道
便
荷
物
の
揚
げ
お
ろ
し
に
当
っ
て

い
ま
し
た
。
雲
南
地
方
か
ら
出
る
酒
米
や
木
材
が
主
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
灘
仲
仕
と
い
っ
て
、
中
津
桟
橋
（
舟

便
受
け
）
専
任
の
人
々
も
い
ま
し
た
。
肥
料
や
魚
類
、
塩
が
ま
す
、
木
炭
、
竹
類
、
さ
つ
ま
い
も
、
大
根
、
瓦
、
ほ
か

行
商
人
等
を
運
ん
で
い
る
の
を
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

妻入りの家屋旧様式を保存
下の図は二階窓往時は格子

宍
道
に
は
旅
客

用
の
船
は
ほ
と
ん

ど
な
く
（
汽
船
は

他
町
の
経
営
）
運

搬
船
（
荷
船
）
が

主
で
し
た
。
帆
か

け
船
も
当
時
は
ま

だ
五
ハ
イ
く
ら
い

（
テ
ン
ト
船
）
あ

り
ま
し
た
。
昭
和

年
一
一
月
に
御

7



大
礼
奉
祝
記
念
と
し
て
宍
道
小
学
校
で
は
校
歌
を
制
定
し
て
い
ま
す
（
渡
謹
統
一
さ
ん
作
歌
）
。
そ
れ
に
は

し

ろ

ま

し

も

じ

ラ

弘

白
帆
の
ど
か
な
宍
道
の
湖
を

8 

望
み
て
立
て
る

我
ら
の
学
校

岸
辺
を
洗
う

清
ら
な
波
に

学
び
て
行
か
ん

い
ざ
い
ざ
我
ら

と
あ
り
、
今
も
歌
い
つ
が
れ
て
い
ま
す
。

船
の
停
泊
場
と
し
て
は
、
森
小
路
の
な
だ
の
舟
っ
き
場
（
現
一
区
な
だ
l
荷
積
み
船
発
着
）
、
町
医
の
桟
橋
（
二
区

葉
山
さ
ん
の
な
だ
あ
た
り
、
長
さ
二
六
）

m
く
ら
い
、
お
も
に
陸
運
会
社
の
荷
扱
い
）
、
が
車
の
桟
橋
（
高
田
屋
な
だ
、

長
さ
五

O
mく
ら
い
で
宍
道
随
一
、
帆
船
・
定
期
汽
船
発
着
、
上
り
に
魚
市
や
出
店
も
あ
り
三
加
茂
分
の
桟
橋
（
佐

々
布
川
口
西
方
、
長
さ
二

O
mく
ら
い
、
主
と
し
て
砂
あ
げ
、
遠
浅
で
水
泳
に
よ
く
利
用
）

旅
客
は
定
期
的
に
通
う
（
松
江
宍
道
l
平
田
）
合
同
汽
船
を
利
用
、
美
保
の
関
参
り
（
土
産

か
ざ
り
篭
）
、

畑
薬
師
ま
い
り
（
土
産

粟
お
こ
し
）
な
ど
雲
南
方
面
か
ら
の
客
も
相
当
あ
り
ま
し
た
。
漁
労
船
は
今
よ
り
少
な
く
所

有
者
は
一

O
余
軒
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



／ 

昭和30年代まで一・－・ ・ の上部は湖水でした。今の国道九号は上部湖畔、江戸時代の往還道は中央
fも

部横断、；そして一千年前にはさらに下部山寄りに道があったのかも知れません。（昭和60年頃の写真）



小橋小路左がわは悪水ぬき

9 

階下に旧様式をのごしている
家の棟は続いていたようである

ごの縁台はあげることもできる
京風に言うと「ガッタリ」とか



そ
の

己プ
フじ

道

の

宿

場

は

ち

ぜ

に

ご

け

ん

ち

ち

ょ

う

4
．
地
銭
御
検
地
帳

10 

完
道
町
地
銭

御

検

地

帳

さ
て
、
こ
の
町
は
ど
ん
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
今
日
を
む
か
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

し
ん
ち
ま
ち

こ
こ
に
ひ
と
つ
の
綴
じ
物
が
あ
り
ま
す
。
名
は
「
意
宇
郡
完
道
町
地
銭
御
検
地
帳
L

、
あ
わ
せ
て

っ
ち

mJ左
う

う

わ

元
禄
二
一
年
己
矧
三
月
と
の
表
書
き
。
今
か
ら
お
よ
そ
三
百
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

冊
子
の
末
尾
に
は
「
こ
の
帳
が
古
く
な
り
文
字
も
不
分
明
な
の
で
、
文
政
三
二
年
に
認
め
直
し
た
し
と
記
し
て
い
ま
す
。

表紙および内容の一部

たて約39cmよこ約25cm



本
文
を
見
る
と

表
口
一
三
間
五
尺

一
裏
口
一
三
間
四
尺

こ

ぶ
此
の
歩
一
八
六
歩

五
右
衛
門

（
一
軒
分
）

入
一
三
間
半
（
奥
行
き
の
こ
と
）

表
口
五
間
半

一
裏
口
五
間

此
の
歩
八
九
歩

十
左
衛
門

（
一
軒
分
）

入
一
七
間

（
中
略
）

此
の
上
畑
（
こ
こ
で
は
宅
地
）

一
町
六
反
四
畝
二
六
歩

此
の
地
銭
は
銀
一
一
七
匁
六
分
二
厘

（
さ
ら
に
）

地
銭
屋
敷
は
七
一
軒
ほ
か
二
軒

な
ど
と
し
て
い
ま
す
。

通
常
「
地
銭
帳
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
地
銭
帳
は
出
雲
部
で
十
余
町
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
例
え

ひ

ら

た

ま

ち

ょ

こ

た

ま

ち

や

す

ぎ

ま

ち

ば
平
田
町
、
横
田
町
、
安
来
町
等
。
今
ょ
う
の
言
い
方
を
す
れ
ば
グ
租
税
徴
収
台
帳
4

と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
屋

敷
地
の
広
さ
に
応
じ
て
金
納
に
よ
る
税
負
担
を
指
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
村
方
へ
は
年
貢
と

し
て
主
に
米
を
納
め
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
の
が
「
意
字
郡
完
道
村
御
検
地
帳
」
で
す
。
元
禄
二
一
年
ご
ろ
は
米
の
生

11 



産
高
を
四
三
二
石
余
と
記
し
て
い
ま
す
。

12 

し
ん
じ
ち
ょ
う

近
世
・
江
戸
時
代
は
、
今
の
宍
道
町
が
次
の
よ
う
に
七
区

部分改修全面建替えもすすんでいる。

分
さ

上士れ
来ぎて
海Eい
村ま

し
た

白If
石℃
村

完
道
村

佐さ
そ々東

布ぅ来
村海

キす

」
の
内

アじ

道
村
の

部
が

プじ
道伊い

町E志じ西
II 見み来
と村海
し村
て
町
立
て
し

て
あ
り
ま
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
七
三
戸
を
対
象
に
非
農
家

と
し
て
認
め
て
い
ま
す
。
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
は
、
住
居
表

示
も
宍
道
村
と
宍
道
町
が
分
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

（
今
は
一
様
に
大
字
宍
道
と
な
っ
て
い
る
）
。
な
お
、
中

むかしの様式も残しているが

近
世
に
わ
た
り
宍
道
は
「
完
道
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
発
音

は
今
の
通
り
「
シ
ン
ジ
」
で
し
た
。

現
況
か
ら
推
定
す
る
と
宍
道
村
の
範
囲
は
、
東
は
下
白
石

境
界
ま
で
西
は
佐
々
布
川
右
岸
ま
で
、
南
は
才
谷
お
よ
び
坂
口

境
界
ま
で
さ
ら
に
北
は
当
時
の
湖
岸
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
宍
道
町
（
ま
ち
）
は
こ
の
区
域
の
北
側
で
今
の
国
道
五
四

号
線
と
旧
国
道
の
接
点
近
辺
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。



昔
を
残
す

町
並
み
形
態

と
こ
ろ
で
、
こ
の
P

地
銭
帳
d

を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
江
戸
時
代
の
宍
道
の
町
を
復
原
し
た

方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
和
田
嘉
宥
氏
で
す
。
し
ば
ら
く
そ
の
説
を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

地
銭
帳
は
前
述
し
た
通
り
、
各
戸
別
に
そ
の
屋
敷
の
広
さ
と
所
有
者
を
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
家
相
互
の
関
係
が
ど

の
よ
う
に
位
置
さ
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
一
つ
の
資
料
で
あ
る
嘉
永
二
年
に
描
か
れ
た

「
町
屋
敷
間
数
帖
図
之
」
と
比
較
し
な
が
ら
元
禄
期
の
街
区
再
構
成
を
試
み
ま
し
た
。

両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
往
還
道
を
挟
ん
で
山
手
と
湖
側
に
そ
れ
ぞ
れ
震
敷
が
並
ん
で
い
ま
す
。
家
数
は
そ
れ
ぞ
れ

し

よ

う

じ

ぬ

き

三
O
軒
余
。
ま
た
家
並
み
の
処
々
に
「
小
路
」
が
あ
り
悪
水
貫
も
み
ら
れ
ま
す
。
街
道
は
ほ
ぼ
一
直
線
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
が
、
明
治
初
期
の
村
町
絵
図
で
は
、
や
や
弓
な
り
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
目
立
つ
の
は
山
手
屋
敷
は
ほ
と

一
一
間
i
一
五
聞
の
奥
行
を
も
っ
て
い
る
の
が
湖
岸
側
で
す
。
町
立
て
が

行
な
わ
れ
た
際
の
環
境
条
件
を
物
語
る
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

げ
ん
ろ
く

そ
の
他
い
く
つ
か
の
資
料
に
よ
り
、
地
銭
屋
敷
に
関
す
る
限
り
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
年
）
と
嘉
永
二
年
（
一
八

ん
ど
が
入
り
（
奥
行
）

一
七
間
に
対
し
て
、

四
九
年
）
の
町
並
み
は
基
本
的
に
同
一
形
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
和
田
氏
の
研
究
を
読

ん
で
、
改
め
て
現
在
の
町
並
み
を
み
る
と
三
百
年
後
の
今
日
も
「
森
小
路
」
（
一
区
西
端
）
「
小
橋
小
路
」
（
ニ
区
西
端
）

「
寺
馬
場
」
（
専
称
寺
馬
場
）
が
記
載
通
り
現
存
し
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
年
）
お
よ
び
文
政
二
二
年
（
一
八
三

O
年
）
に
あ
っ
た
と
い
う
町
大
火
に
も
拘
ら
ず
街
区
の
基
本
構
成
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
り
ま
す
。

ま
ち

ま
た
、
地
銭
を
納
め
る
町
の
範
囲
を
今
の
ま
ち
に
当
て
て
み
る
と
、
東
は
奥
村
医
院
の
あ
る
処
（
森
小
路
）
か
ら
東

は
ら
づ

方
へ
約
六

O
m
、
西
は
小
川
橋
（
中
津
と
原
津
の
境
界
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
（
お
よ
そ
一
三
ハ

O
m
の
間
）
。
そ
し

13 
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手山

て
灘
側
・
山
手
の
表
通
り
だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
日

時
す
で
に
原
津
の
部
分
や
北
津
の
東
方
に
屋
敷
が
散
在

し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
検

地
の
対
象
と
し
て
石
高
（
米
年
貢
納
）
が
定
め
ら
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

平
田
・
今
市
・
安
来
等
の
町
場
の
形
成
に
つ
い
て
も

和田嘉宥氏論文による

調
査
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
「
歴
史
的
街
区
（
町
並
み
）

の
基
本
構
造
が
継
承
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
共
通
性
は

私
た
ち
宍
道
の
場
合
も
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
さ
ら
に
安
来
の
場
合
は
「
中
央
部
か
ら
周
辺
部
へ

と
段
階
的
に
拡
張
さ
れ
て
き
た
町
場
」
と
い
わ
れ
、
平

田
の
場
合
は
「
屋
敷
の
奥
行
は
一
七
聞
に
ほ
ぼ
統
一
し

て
い
る
」
こ
と
な
ど
、
宍
道
の
町
立
て
を
考
え
る
上
で

あ
る
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

松
江
藩
で
は
、
地
銭
検
地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指

示
を
出
し
て
る
の
が
み
ら
れ
ま
す
。
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完道の町並み復原図（元禄12年ごろ）

一
町
地
銭
屋
敷
、
た
と
え
入
（
奥
行
）
十
五
閉
ま
た
は

十
七
間
な
り
と
も
見
計
ら
い
次
第
に
定
め
、
そ
の
外

は
年
貢
地
た
る
べ
し
。

さ
て
間
口
双
方
う
ち
な
ら
し
歩
に
し
て
そ
の
町
に
市

の
た
つ
よ
う
貰
買
の
あ
り
さ
ま
見
お
よ
び
次
第
、
地

銭
の
高
下
こ
れ
あ
る
べ
く
、
大
方
は
間
六
間
を
一
軒

屋
敷
と
相
定
む
べ
し
。
た
だ
し
繁
昌
の
所
は
間
口
に

地
銭
申
し
つ
け
ら
る
べ
き
こ
と
。

（
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
年
）
七
月

松
江
藩
出
雲

国
々
令
検
地
に
か
か
わ
り
）

町
場
の
範
囲
や
形
態
に
つ
い
て
少
し
見
通
し
が
で
き

た
と
こ
ろ
で
次
は
そ
の
中
の
暮
ら
し
を
の
ぞ
い
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

15 



5
．
町
の
景
観
か
ら

16 

馬
四
二
疋

舟

三

ニ

般

部
を
ふ
く
む
）
。

ま
ず
町
の
大
要
に
ふ
れ
て
み
ま
す
。
資
料
は
十
八
世
紀
前
半
の
宍
道
村
却
す
砦
出
ち
艇
の
中
か
ら
（
町

町裏のおおむね宍道湖岸線
もと湖中で今は昭和街区

わ
わ

ふ
H
N

ムパ
N

右
左

ま
ち

宍
道
町
家
数
七
一
軒
（
村
全
体
一
六
一
軒
）

た
だ
し
町
の
長
さ

二
O
O間
（
地
銭
対
象
）

町
の
幅

四
間
（
往
還
道
の
巾
を
示
す
。
）

宿
屋
四
軒
（
宿
場
町
と
し
て
は
少
な
い
感
じ
）

馬
四
二
疋
（
近
隣
白
石
、
佐
々
布
、
伊
志
見
各
村
に
比
べ

特
に
多
い
。
）

牛

四

疋

桶
屋

人

小
鍛
冶

軒

舟

自吏

二
一
腰
穂
戸
舟

一
一
般
伝
渡
舟

一
一
般
鮮
舟

二
八
膿
渡
海
舟

（
漁
舟
も
こ
の
中
に
入
る
だ
ろ
う
か
）

舟
大
工

人

ー
外
省
略



座

（
許
可
さ
れ
た
営
業
者
）

ま
た
十
八
世
紀
後
半
の
万
差
出
帳
か
ら
。

室2酒
座場

軒軒

油
座

一
軒

朝日新聞1993年完画参考図．風間

桶
屋

人

綿
打

」
＼
ー
＼

一
ノ
ー
ノ

石
切

人

小
鍛
冶

二
軒

大
工

上
、
中
、
下

人

の
完
道
町
並
図
に
よ
る
と
、

一
軒
、
桶
屋

文
政
元
年
（
一
八
一
八
年
）

大
工

一
二
軒
、
木
び
き

一
軒
、
塩
屋

二
軒
、
針
屋

「
目
代
」
（
村
の
圧
屋
に
当
る
）
な
ど
も
確
認
で
き
る
。

一
軒
、
鍛
冶
屋

打

一
軒
、
髪
結
い

一
軒
、
か
さ
屋

屋

一
軒
、
あ
め
屋

一
軒
、
こ
う
じ
屋

一
軒
、
が
記
さ
れ
、
「
御
茶
屋
」
「
鉄
蔵
」
「
番
小
屋
」
「
札
場
」 車「

医
師

時
は
く
だ
り
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）

載
す
る
と
こ
ろ
を
み
ま
し
ょ
う
。

宿
屋

漁
師

一
軒人

二
軒
、
綿

一
平
l
、

こ
C
i
h

ご
車
、
ァ
、
l

（
宍
道
町
誌
に
よ
る
）

の
完
道
村
有
高
輪
切
帳
の
記

宍
道
村
と
し
て
戸
数
三
六

O
軒
余
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
お
よ
そ
一
四

O
年

17 



牛
数
五
疋
、

間
経
っ
て
倍
増
し
て
い
ま
す
。
町
部
を
と
り
ま
く
村
分
の
発
展
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、

18 

馬
数
四
七
疋
。

牛
数

一
九
六
疋
馬
数
七
疋

」
れ
も
注
目
点
で
、
例
え
ば
東
隣
の
白
石
村
は

町の中に点在する共同井戸はねつるべ状になっていたと
いう 情報交流の場としても利用

そ
し
て
西
隣
の
佐
々
布
村
で
は
、

牛
数

一
五
三
疋

馬

数

五

疋

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
比
べ
て
み
ま
す
と
、
馬
を
農
耕
用
に
使

っ
た
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
農
耕
用
に
使
っ
た
と
す
れ
ば

純
農
村
で
あ
る
白
石
や
佐
々
布
で
も
っ
と
馬
数
が
ふ
え
て
も
当
り
前
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
の
ち
の
資
料
で
も
分
る
と
思
い
ま
す
が
、
宍

道
村
の
場
合
は
荷
送
り
用
と
し
て
馬
を
飼
育
し
て
い
た
と
推
量
で
き
ま

せ
ん
か
。

往
還
道
の
項
に
は
、
白
石
村
境
よ
り
佐
々
布
村
境
ま
で
長
さ
一
、

O
四
二
間

横
（
幅
）
二
聞
と
記
し
ま
す
。
現
宍
道
区
域
内
の
山
陰
往

還
道
は
多
少
せ
ま
い
部
分
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
二
間
と
し
て

町
部
分
に
入
る
と
四
聞
が
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。



「
近
世
の
市
場
町
」
に
は
そ
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
市
を
開
く
部
分
だ
け
道
幅
を
広
げ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
今
市

本
町
（
出
雲
市
）
な
ど
で
は
そ
の
事
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
宍
道
の
場
合
は
あ
ま
り
顕
著
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一文
こ米久

山野築町細の 右の 二

なこ ノ縄 農 穫収「司 年
どの神原 手 後田地畑田 （ 

が外 谷 を地地 ー
あに輪輪輪輪 輪五
る グ一四八

新 ル九五一 ム／＼ 

田 i 町町七 二
五四二二四プ 四石 年

山町町町 町町 反五宍
畑四一五四四編三五升 道町 の

反反反反 反 畝畝八 宍
櫨二二九五二に二二合場道
畑畝畝畝 畝畝分二七 ふを村

余歩余 余余け歩歩
寺 て五く
社 い厘 む

一一一一 一
往還道 川雨牛人福宮当 地

（ 堤数高蔵田時 八 敷銭屋
以長二（ 寺 の七

上さ 筋つつ五疋一、 薬師寺社屋敷軒（（  

村普重有高 一 み 四亀白 専称寺 な地一一白 ） 二 社E五 どを六 O
0 石 馬三 は畑 O ぺ
四村 四数人祇 と年 i
二境 八 園正みをジ
間よ か四 社定 な経参

り所七 寺して照

帳部分横佐々 橋数疋家数客大西 一町増少多）

に幅布H 三神明方寺 六加
よ）境一 六 反の
るま八六雲四傾
）二 でか軒松畝向
問所 寺余）
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か
み
ぎ
ま
ち
む
ら

目
代
・
庄
屋
去
る
時
、
某
家
で
過
去
帳
を
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
上
来
海
村
で
す
。
こ
の
中
に
「
徳
助
」

兼
勤
と
し
て
と
い
う
方
の
履
歴
を
記
し
て
い
ま
し
た
。
二
十
才
台
に
し
て
刊
時
釘
（
郡
の
役
人
）
方
で
物
書

し
も
い
と
う
む
ら

き
を
し
た
り
下
意
東
村
の
庄
屋
役
を
勤
め
た
よ
う
で
す
。
こ
の
後
、

再
び
郡
物
書
き
役

東
津
田
村
庄
屋
役

野
白
、
福
富
両
村
の
庄
屋
役

林
村
庄
屋
役

四
六
才

完
道
村
、
町
目
代
庄
屋
兼
勤
仰
せ
つ
け
ら
れ
両
様
に
て
給
米
三
拾
三
表
そ
れ
よ
り
五
十
三
才
文
政
二

（
年
）
卯
八
月
ま
で
八
年
越
し
相
勤
め
、
同
八
月
居
村
上
来
海
村
庄
屋
役
仰
せ
つ
け
ら
れ
・
：
（
中
略
）

（
年
）

上
来
海
村
勤
め
の
う
ち
文
政
十
亥
十
一
月
在
役
中
、
木
綿
合
羽
御
免
の
旨
お
ん
書
付
を
も
っ
て
仰
せ
わ
た

さ
れ
候
。

敷
中
心
部
に
近
く
「
目
代
庄
屋

し
ば
ら
く
経
っ
て
宍
道
町
蒐
百
鮮
で
館
蔵
品
展
示
が
あ
り
木
幡
家
文
書
の
内
で
あ
っ
た
町
並
図
を
み
ま
し
た
。
町
屋

徳
助
」
を
確
認
（
文
化
文
政
期
の
も
の
）
、
過
去
帳
の
傍
護
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。

当
時
の
村
に
は
庄
屋
役
が
お
か
れ
町
部
に
は
目
代
役
が
あ
っ
た
こ
と
（
船
目
代
と
い
う
の
も
あ
っ
た
よ
う
）
、
そ
の

役
は
地
元
出
身
者
だ
け
が
当
て
ら
れ
る
場
合
や
他
村
か
ら
の
雇
↑
い
で
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
時
も
、
さ
ら
に
は
庄
屋
と
目

代
併
任
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
。



願

い

奉

る

諸
色
売
買
市

と
こ
ろ
で
宍
道
の
町
の
暮
ら
し
の
よ
う
す
を
以
下
も
う
す
こ
し
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
と
思
い

も

く

だ

い

し

た

ご

お

り

ま
す
。
ま
ず
と
り
上
げ
る
の
は
宍
道
駅
諸
市
願
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
町
目
代
か
ら
下
郡
を
通

し
て
藩
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

恐
れ
な
が
ら
御
願
い
申
’
し
上
ぐ
る
御
事

ま

ち

て

ぜ

か

ま

か

ず

だ

い

ぶ

一
完
道
町
の
儀
は
元
来
か
た
や
海
か
た
や
山
に
て
郷
中
土
地
あ
い
い
た
っ
て
手
狭
ま
に
ご
ざ
候
処
、
家
数
大
分

そ
の
上
不
相
応
の
人
高
、
田
畠
わ
ず
か
の
場
所
に
て
小
身
の
者
ど
も
下
作
の
働
き
も
相
な
ら
ず
平
日
の
経
営
む
づ

か
し
き
所
柄
に
ご
ざ
候
。
往
古
よ
り
仁
多
、
飯
石
、
大
原
右
三
郡
の
御
米
津
出
し
（
米
を
海
送
す
る
）
め
あ
て
に

か

こ

ぼ

し

の

ぼ

町
中
過
半
水
主
、
馬
士
な
ら
び
に
御
登
せ
米
（
藩
に
納
め
る
年
貢
米
）
お
L
せ
つ
け
ら
れ
候
節
、
縄
・
俵
仕
出
し

ま
た
御
米
宿
な
ど
つ
か
ま
つ
り
是
の
み
に
て
三
百
軒
余
の
家
数
（
宍
道
村
と
町
を
ふ
く
む
）

一
円
に
渡
世
つ
か
ま

つ
り
申
し
上
げ
候
。

し
か
る
と
こ
ろ
二
五
年
以
前
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
年
）
御
趣
向
に
つ
い
て
、
右
三
郡
出
米

荒
木
川
方
出
し

仰
せ
つ
け
ら
れ
（
つ
ま
り
三
郡
の
米
出
荷
の
ル

l
ト
が
変
わ
り
宍
道
経
由
で
な
く
菱
伊
川
経
由
で
松
江
に
送
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
）
第
一
渡
世
目
あ
て
に
つ
か
ま
つ
り
候
荷
物
ご
ざ
な
く

た
て
候
ゆ
え
奥
方
売
人
の
荷
物
も
じ
ね
ん
と
杵
築
、
今
市
、
平
田
、
庄
原
へ
差
し
出
し
候
や 右

川
船
通
路
の
筋
あ
い

当
所
へ
は
い
か
ば

か
り
出
し
申
さ
ず
か
た
は
ら
も
っ
て
迷
惑
至
極
に
つ
か
ま
つ
り
候
。

そ
れ
に
つ
い
て
当
町
家
並
み
以
前
に
な
り
変
わ
り
殊
の
ほ
か
困
窮
つ
か
ま
つ
り

舟
馬
持
ち
耐
え
が
た
き
時
節
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も
た
び
た
び
ご
ざ
候
と
こ
ろ

ほ
か
駅
と
は
ち
が
い
出
雲
、
神
門
、
楯
縫
、
間
々
に
は
仁
多
、
飯
石
、
大
原
あ
た

り
（
そ
れ
ぞ
れ
雲
州
の
郡
名
）
ま
で
も
年
中
ご
往
来
の
お
役
人
様
ご
用
し
げ
く
あ
い
勤
め
申
し
あ
げ
候
え
ば
御
用

22 

間
欠
け
に
も
あ
い
な
る
べ
し
と
色
々
つ
か
ま
つ
り
舟
馬
持
ち
耐
え
ま
か
り
あ
り
申
し
あ
げ
候
え
ど
も

以
来
は
追

々
手
ぱ
な
し
申
さ
ず
候
て
は
相
な
る
ま
じ
き
や

な
か
ん
づ
く
近
年
は
御
登
せ
米
も
い
か
ば
か
り
仰
せ
つ
け
ら
れ

ず
縄
俵
仕
出
し
そ
の
日
ぐ
ら
し
の
極
貧
の
者
ど
も
渡
世
必
死
の
難
儀
つ
か
ま
つ
り
候
段
言
語
に
絶
し
申
し
あ
げ

候。

す
で
に
町
並
以
前
に
成
り
か
わ
り
困
窮
つ
か
ま
つ
り
候
段
は
各
々
様
委
細
ご
通
知
く

だ
さ
れ
し
通
り
に
ご
ざ
候
。
も
っ
と
も
杵
築
御
社
参
の
み
ぎ
り
格
別
の
駅
所
に
ご
ざ
候

所
町
家
い
た
っ
て
見
苦
し
く
相
成
り
近
来
は
ご
同
勢
様
方
御
宿
ぉ
、
せ
つ
け
ら
れ
候

え

よ

ん

で
も
宿
の
自
力
に
て
修
理
破
損
取
り
つ
く
ろ
い
も
得
つ
か
ま
つ
ら
ず
拠
ど
こ
ろ
な
く
そ

往時の倉庫建物

の
節
御
宿
割
お
役
人
様
方
へ
も
御
歎
き
申
し
あ
げ

追
っ
て
郡
中
割
を
も
っ
て
少
々
づ

つ
雑
用
く
だ
し
お
か
れ
候
儀
も
ご
ざ
候
。
因
っ
て
こ
、
に
御
急
場
の
節
お
そ
れ
な
が
ら

御
役
人
様
方
へ
も
は
か
ら
ざ
る
御
心
遣
い
か
け
候
よ
う
に
相
成
り
に
が
に
が
し
き
儀
と

存
じ
奉
り
候
。

し
ょ
し
き

何
と
ぞ
当
町
御
恵
み
と
し
て
月
に
六
日
づ
っ
諸
色
売
買
市
ご
免
仰
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ

く
だ
さ
れ
候
ょ
う
願
い
上
げ
た
て
ま
つ
り
候
。
さ
候
へ
ば
近
郡
さ
き
よ
り
の
方
な
ら
び

に
近
郷
よ
り
少
々
づ
つ
に
で
も
諸
色
（
い
ろ
ん
な
物
品
）
当
所
へ
持
ち
運
び
、
他
所
の



候
よ
う
に
も
相
成
り

か
し
ら頭

立
ち
候
衆
中
も
追
々
不
手
廻
し
に
あ
い
な
り
当
分
買
い
入
れ
為
替
を
も
っ
て
投
げ
か
え
し
等
も
む
づ
か
し
く

げ

じ

き

商
人
も
入
り
こ
み
売
買
っ
か
ま
つ
り
候
う
ち
に
は
、
じ
ね
ん
と
下
直
な
る
物
も
当
町
中
買
い
共
へ
取
り
あ
つ
か
い

ね

だ

ん

さ
て
ま
た
売
代
か
え
た
き
も
の
も
直
段
上
り
に
も
相
な
る
べ
き
や
、
こ
と
さ
ら
近
年
町
内

あ
い
な
り

な
お
又
秋
よ
り
春
ま
で
の
内
、
綿
な
ら
び
に
木
綿
買
い
溜
め
な
ど
も
売
代
替
当

御
年
貢
上
納
多
足

あ
る
い
は
古
未
進
つ
ぐ
な
い
に
引
き
当
て
お
き
候
て
も
当
町
に
て
買
溜
め
候
中
買
い
な
く
ご
ざ
候
え
ば
是
非
も

な
く
今
市
、
直
江
、
加
茂
、
平
田
あ
た
り
ま
で
も
持
参
つ
か
ま
つ
り
差
し
か
、
り
候
節
は
間
々
眼
前
の
不
益
存
じ

げ

じ

き

な
が
ら
下
直
に
も
売
り
は
ら
い
手
間
の
費
え
の
み
な
ら
ず
小
身
の
者
共
重
々
難
儀
つ
か
ま
つ
り
候
。

右
の
趣
近
来
御
願
い
申
し
あ
ぐ
べ
く
存
じ
奉
り
候
え
ど
も
御
用
多
き
な
か
ば
愁
訴
が
ま
し
き
儀
恐
れ
多
く

差
し
控
え
申
し
あ
げ
候
え
ど
も

口
町
並
み
も
相
続
相
成
り
が
た
く
ま
こ
と
に
手
を
組
み
ま
か
り
あ
り
候
。
何
と

ぞ
御
憐
患
を
も
っ
て

駅
市
名
目
御
免
ぉ
、
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
は
ば
競
い
立
ち
追
々
に
は
ま
た
町
内
も

成
り
立
ち
諸
御
用
こ
＼
ろ
よ
く
相
勤
め
候
様
に
相
成
り
一
統
あ
り
が
た
き
仕
合
せ
に
存
じ
奉
り
候
。
こ
の
段
幾
重

に
も
お
＼
せ
立
て
ら
れ

御
恵
み
を
も
っ
て
急
に
御
免
な
し
く
だ
さ
せ
ら
れ
候
ょ
う
願
い
上
げ
奉
り
候
。
以
上
。

天
明
三
年
（
一
七
八
三
年
）
卯
二
月

は
じ
め
に
案
内
し
た
地
銭
帳
の
ご
ろ
か
ら
八

O
年
ば
か
り
を
経
過
し
て
い
ま
す
。
数
年
前
に
は
加
茂
に
木
綿
市
が
立

ち
、
飯
石
郡
、
神
門
郡
、
大
原
郡
、
能
義
郡
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
で
は
打
ち
致
し
が
起
き
、
ま
た
瞳
害
a

洪
水
・
長
雨
に

23 



よ
る
飢
謹
と
世
情
お
だ
や
か
な
ら
ぬ
こ
ろ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
少
し
長
い
引
用
と
な
り
ま
し
た
が
、
町
の
動
き
の
ひ

24 

と
つ
の
側
面
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

完
道
木
綿
市

御
免
の
願
い

次
は
十
九
世
紀
初
頭
の
動
静
を
み
ま
し
ょ
う
。

恐
れ
な
が
ら
願
い
奉
る
口
上
の
覚
え（

完
道
ま
ち
か
ら
藩
に
む
け
て
出
さ
れ
た
宍
道
木
綿
市
願
い
で
す
）

（
前
文
略
）

耕
作
一
円
に
て
は
渡
世
あ
い
成
ら
ず
少
々
づ
つ
の
小
商
い
等
を
仕
り
女
ど
も
は
売
木
綿
ど
も
に

て
こ
れ
ま
で
か
な
り
に
渡
世
仕
り
ま
か
り
あ
り
申
し
あ
げ
候
。

し
か
る
所
近
村
と
て
も
数
か
村
も
ご
ざ
な
く

こ
と
に
御
城
下
近
く
ご
ざ
候
え
ば
諸
色
売
買
と
む
に
多
分
松
江

に
て
相
し
ま
い
ど
う
も
商
売
体
い
た
っ
て
む
づ
か
し
く
さ
て
又
女
ど
も
の
か
せ
ぎ
に
売
木
綿
仕
り
候
て
も
加

茂
か
直
江
へ
持
参
仕
ら
ず
候
て
は
売
り
さ
ば
き
代
物
に
相
成
り
申
さ
ず
候
と
こ
ろ

右
両
所
と
も
に
遠
方
の
儀
に

ご
ざ
候
え
ば

女
手
間
に
て
は
相
成
ら
ず
男
手
間
に
て
持
参
代
替
え
候
て
は
農
業
の
欠
け
に
あ
い
な
り

多
分
御

城
下
へ
舟
便
の
み
ぎ
り
木
綿
仕
り
も
よ
り
も
よ
り
を
申
し
合
せ
か
わ
る
が
わ
る
持
参
仕
り
売
り
代
替
候
儀
に
ご
ざ

候
所

松
江
に
て
は
い
づ
れ
市
場
の
定
り
候
場
所
ご
ざ
な
く
（
中
略
）
中
町
な
ら
び
に
灘
町
辺
ふ
り
売
り
に
持
ち

歩
き
行
き
候
処

左
候
て
は
じ
ね
ん
と
木
綿
直
段
も
下
直
に
ご
ざ
候
。
（
中
略
）

一
当
所
は
奥
三
郡
、
西
二
郡
、
杵
築
、
日
御
碕
お
通
り
す
じ

な
ら
び
に
長
崎
、
尾
ノ
道
街
道
に
て
諸
御
用
多
く

本
駅
場
に
ご
ざ
候
え
ど
も
加
茂
、
直
江
な

そ
の
上
大
社
御
作
事
に
つ
い
て
甚
だ
諸
御
用
多
き
場
所
に
ご
ざ
候
所



ど
と
ち
が
い

前
文
に
も
’
申
し
あ
げ
候
と
お
り
何
さ
ら
商
売
体
も
む
づ
か
し
く
い
や
ま
し
難
渋
仕
り
候
間

何
と
ぞ
御
恵
み
を
も
っ
て
木
綿
市
御
免
ぉ
、
せ
つ
け
ら
れ
下
さ

近
ご

ろ
恐
れ
お
お
き
御
願
い
に
存
じ
奉
り
候
得
ど
も

れ
候
ょ
う

町
内
一
統
願
い
奉
り
候
。
（
中
略
）

文
化
五
（
一
八

O
八
年
）
辰

下
郡

辰
左
衛
門
殿

与
一
右
衛
門
股

与
頭

年

寄

正

助

同

清

助

目
代
丈
三
郎

加
茂
町
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
年
）

宍
道
に
木
綿
市
裁
許
が
で
て
い
ま
す
。
人
民
大
い
に
湧
き

立
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
長
い
年
月
に

わ
た
っ
て
は
思
う
に
任
せ
ぬ
状
況
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

恐
れ
な
が
ら
御
内
々
御
願
い
申
上
ぐ
る

演
説
の
覚
え

完
道
町
出
し
木
綿
年
々
相
増
し
当
春
以
来
は
別
し
お



子
も
数
多
の
儀

て
出
強
く
相
成
り
候
所
中
買
と
も
元
備
え
手
薄
も
っ
と
も
貴
家
よ
り
も
追
々
く
り
出
し
遣
わ
さ
れ
候
え
ど
も
買

市
日
毎
木
綿
代
払
い
方
事
故
も
少
な
か
ら
ず
中
買
い
ど
も
手
前
へ
の
操
り
出
し
行
き
届
き
難
き

26 

に
つ
き
当
春
お
願
い
申
し
上
げ
御
内
々
お
懸
声
を
も
っ
て

岡
崎
屋
儀
之
助
よ
り
二
月
元
三
千
貫
文
当
七
月
き

り
利
合
い
月
五
朱
に
し
て
操
出
し
拝
借
の
形
仰
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
、
火
急
の
入
用
相
整
い
お
か
げ
を
も
っ
て
一
統

精
励
し
市
買
い
つ
か
ま
つ
り
追
々
出
増
し
に
相
成
り
す
で
に
当
所
務
八
万
反
近
く
に
も
相
成
り
あ
り
が
た
き
仕
合

せ
に
存
じ
た
て
ま
つ
り
候
。

て
中
買
い
ど
も
手
前
に
で
も
相
応
の
元
備
え
の
覚
悟
も
仕
り
候
え
ど
も
だ
い
た
い
近
年
と
違
い
高
直
段
の
木
綿
に

市
日
々
々
持
ち
出
し
銭
大
分
の
事
そ
の
上
当
春
以
来
上
方
封
木
綿
不
景
気
に
つ
き

元
備
え
余
分
入
用

木
綿
代
銭
廻
り
合
い
遅
く
買
入
れ
木
綿
代
銭
お
お
い
に
差
し
っ
か
え

右
三
千
貫
文
の
利
銭
は
払
い
出
し
申
し

あ
げ
候
え
ど
も
元
銭
返
上
仕
り
候
て
は
以
後
出
し
木
綿
買
い
方
行
き
届
き
が
た
く

せ
っ
か
く
お
陰
を
も
っ
て
成

り
立
ち
か
け
候
市
木
綿
売
ど
も
へ
し
り
ご
み
仕
り
買
い
か
ね
候
ょ
う
の
体
見
せ
候
て
は
赤
面
の
事
に
て
一
統
心
痛

ま
か
り
あ
り
申
し
あ
げ
侯
。

い
ち

な
お
ま
た
松
江
市
に
相
へ
だ
た
り
候
所
ゆ
え
完
道
買
い
溜
め
少
く
ご
ざ
候
え
ば
自
然
抜
け
荷
等
の
不
し
ま
り
合

来
る
辰

七
月
き
り
丸
三
か
年
借
り
居
え
お
お
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
ょ
う
御
内
々
お
取
扱
い
の
ほ
ど
願
い
奉
り
候
。

い
の
儀
も
ご
ざ
あ
る
べ
き
や
。
こ
れ
に
よ
り
恐
れ
お
お
く
御
願
い
存
じ
奉
り
候
え
ど
も

右
三
千
貫
文

中
買
い
ど
も
ま
こ
と
に
薄
日
銭
に
ご
ざ
候
と
こ
ろ
木
綿
代
銭
三
十
日
延
べ
議
定
の
分

木
綿
不
景
気
に
つ
い
て
は

多
分
五
十
日
六
十
日
く
ら
い
相
延
び
は
な
は
だ
難
渋
つ
か
ま
つ
り
候
わ
け
に
ご
ざ
候
間
何
と
ぞ
類
外
の
御
恵



年

や

す

み
を
も
っ
て
こ
の
上
に
も
な
る
た
け
歩
安
に
し
て
願
い
の
通
り
借
り
居
え
仰
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
ょ
う
よ

ろ
し
く
仰
せ
あ
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。
以
上
。

天
保
壬
年
止
（
一
八
四
一
年
）

完
道
町口

口
屋
清
一
郎

⑮
 

⑮
 

⑮
 

口
口
屋
理
右
衛
門
⑮

平
兵
衛

口
屋

口
口
屋
勘
兵
衛

木
幡
久
右
衛
門
殿

（
こ
の
書
面
は
目
代
↓
下
郡
↓
寺
社
修
理
方
へ
届
け
ら
れ
ま
す
。
）

6
．
荷
送
り
さ
ま
ざ
ま

さ
ま
ざ
ま
と
題
し
ま
し
た
が
宍
道
町
の
場
合
い
ま
の
と
こ
ろ
陸
上
輸
送
に
か
か
わ
っ
て
の
資
料
は
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
前
の
項
に
お
い
て
も
推
量
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
立
地
環
境
に
は
恵
ま
れ
繁
く
往
来
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
運
輸
に
用
い
ら
れ
た
も
の
今
な
ら
自
動
車
を
第
一
に
あ
げ
ま
す
が
、
当
時
は
馬
が
中
心
の
よ
う
で
す
。
荷

ぐ
る
ま
は
い
つ
ご
ろ
往
還
道
に
出
現
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
田
舎
道
で
は
も
ち
ろ
ん
人
が
背
負
っ
て
だ
け
、
荷
車
は
大

27 



正
期
に
や
っ
と
入
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。

木

綿

荷

と

完
道
駅
馬
と

分）

も

め

ん

つ

お

く

ま
ず
と
り
あ
げ
た
の
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
の
も
の
で
雲
州
木
綿
継
ぎ
送
り
歎
願
書
。
（
部

28 

恐
れ
な
が
ら
再
願
仕
り
た
て
ま
つ
る
口
上
の
覚
え

朝日新聞1993年

雲
州
松
江
新
屋
茂
助
、
完
道
町
木
屋
久
兵
衛
右
両
人

に
ぶ
の
し
ゅ
く

木
綿
荷
物
八
拾
箇
ば
か
り
法
勝
寺
通
し
二
部
宿
へ
継
ぎ
送
り
来
た
り
候
と

溝
口
宿
馬
事
ど
も
聞
き
お
よ
び

一
去
る
寅
八
月
中

」ろ

二
五
、
六
人
も
め
い
め
い
に
馬

を
ひ
き
二
部
宿
へ
ま
い
り
こ
み
問
屋
藤
蔵
・
源
七
両
人
手
前
に
積
み
お
り

候
木
綿
荷
の
こ
ら
ず
溝
口
へ
負
わ
せ
取
り
か
え
り
さ
し
障
り
候
一
件
に
つ

跡
荷
物
一
向
ま
い
り
申
さ
ず
に
つ
き
馬
士
ど
も
は
も
ち
ろ
ん
宿

い
て
は

完画

一
統
の
難
渋
と
相
な
り
候
余
儀
な
き
次
第
に
つ
き

去
る
八
月
願
書
差
し

, .. ，，..，；..＿持、へ

参考図．風間

あ
げ
願
い
た
て
ま
つ
り
候
処

御
郡
役
手
の
お
指
図
を
も
っ
て
雲
州
荷
物

法き運
勝k送
寺i相
よ成
りり
ニ候
部由
宿に

議て
ぎ
送
り
ま

り
候
処

そ
の
後
初
め
て
木
綿

ま荷
た当
ぞ月
ろ上
溝号旬

口？五
宿？余
馬箇

士
よ
り
差
し
止
め

毎
事
右
ょ
う
の
次
第
に
て
は
も
は
や
雲
州
荷
物
は

こ
も
こ
の
筋
へ
向
け
送
り
候
者
ご
ざ
な
き
ょ
う
愚
考
仕
り
候
。
（
以
下
略
）



い
た
い
は
ら
の
し
ゅ
く
ね
う
の
し
ゅ
く

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
卯
三
月
に
板
井
原
宿
・
根
雨
宿
連
署
で
藩
に
当
て
て
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

紀
中
ご
ろ
か
ら
雲
州
木
綿
を
出
雲
街
道
を
通
し
て
継
ぎ
送
り
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
途
中
日
野

一
九
世

川
を
三
度
も
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
根
雨
宿
の
世
話
に
よ
り
法
勝
寺
l
二
部
！
根
雨
の
新
ル

l
ト
が
聞
か
れ
る

み
ぞ
く
ち
の
し
ゅ
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
溝
口
宿
を
通
っ
て
い
た
の
に
そ
の
ル

l
ト
は
廃
さ
れ
た
の
で
、
嘉
永
七
年
と
安

み

ぞ

ぐ

ち

ば

し

政
二
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
溝
口
馬
士
に
よ
る
荷
物
の
差
し
押
さ
え
事
件
が
お
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
折
の
不
法
を
訴
え

て
い
ま
す
。

宍
道
の
木
屋
さ
ん
の
活
躍
が
隣
県
の
記
録
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
木
綿
市
の
開
設
と
関
連
し
て
町
の
性
格
の
一
端
を
物

語
り
ま
す
。

つ
う
こ
う
て
が
た

他
国
往
来
に
は
通
行
手
形
が
必
要
と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
町
内
に
残
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

あ
い
だ
ま

荷
物
は
藍
玉
。
通
常
は
か
ま
す
に
入
れ
て
荷
ご
し
ら
え
し
て
い
ま
す
。
徳
島
産
と
し
て
考
え
る
と
、
は
た
し
て
陸
送
で

し
よ
う
か
あ
る
い
は
海
運
で
し
ょ
う
か
。

i"4 

見

改
山
久
瀬
恵
六

割印

荷
主
阿
波
屋
善
左
衛
門

藍
玉
弐
拾
貫
目
也

－
主
－

J

、ァ、ァ、し

完
道
町
徳
兵
衛
行
き

右
運
送
仕
り
候
間
道
筋
御
改
め
御
通
し
下
さ
る
べ
く
候
以
上

⑩
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卯
二
月
廿
一
日

他
国
藍
問
屋

中
屋
太
郎
兵
衛
⑮

30 

明
々

：
御
役
人
衆
中
様

他
国
藍
問
屋
中
屋
太
郎
兵
衛
の
下
の
印
は
壷
形
を
し
て
お
り
「
藍
問
屋
雲
州
松
江
中
屋
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま

す。
~· ち、I,

叫

ぺ

J

、

五
台
レ
勢
。
～
ぷ

J
V

一
皿

孝
弘
泌
法
盈
す
す
り

Jlar一一

三
h
J
f
3
6

・
町
中
長
窄
一

一併後手今一す南一州一

弘j



写
真
の
分
は
大
東
の
貞
十
行
き
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
木
次
吉
田
屋
行
き
、
宍
道
町
紺
徳
（
紺
屋
徳
兵
衛
の
略
か
）
行

き
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
右
下
に
「
改
署
名
」
が
あ
る
の
は
藩
役
人
の
確
認
を
得
た
も
の
で
す
。

次
は
直
接
輸
送
に
か
か
わ
る
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
化
三
年
（
一
八
二

O
年
）
辰
二
月
に
出
さ
れ
た
「

き

は

し

ゅ

う

そ

え

ん

ぜ

っ

完
道
町
駅
馬
の
犠
に
付
き
愁
訴
申
上
げ
候
演
説
書
」
に
よ
っ
て
宿
の
内
側
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
ま
す
。
（
演
説
と
は

事
情
説
明
と
い
う
ほ
ど
の
意
）

恐
れ
な
が
ら
願
い
奉
る
演
説
の
覚
え

え
き
ぱ

意
宇
郡
完
道
町
駅
馬
持
主
ど
も
年
来
御
用
大
切
に
相
勤
め

耕
作
の
す
き
間
に
は
売
荷
駄
賃
こ
れ
を
と
り
荷
物
な

ん
ら
に
限
ら
ず
商
売
体
と
し
て
自
力
に
仕
入
れ
仕
り
候
者
は

お

た

ば

こ

大
原
両
郡
へ
ま
か
り
越
し
大
小
豆
、
苧
、
煙
草
類
少
々
づ
っ
替
え
事
な
ど
に
仕
り
渡
世
営
み
申
し
上
げ
候
。
（
生

第
一
塩
自
分
馬
を
も
っ
て
手
荷
を
負
わ
せ
飯
石
、

業
の
よ
う
す
が
わ
か
り
ま
す
）

も
っ
と
も
古
来
よ
り
当
駅
に
て
は
馬
持
ち
は
人
数
に
き
ま
り
者
ご
ざ
な
く
何
れ
と
て
も
手
荷
仕
度
者
は
勝
手
次
第

の
し
き
た
り
に
ご
ざ
候
。
し
か
る
と
こ
ろ
馬
持
ち
人
数
四
七
人
ご
ざ
候
う
ち
二
四
人
一
組
に
相
成
り
、
去
冬
手
荷

な
ら
ず
な
ど
と
町
端
へ
出
向
き
勝
手
次
第
わ
が
ま
ま
の
族
を
申
し
か
け
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
町
御
役
所
へ
願
い
出
候

と
こ
λJ

押
し
つ
ま
り
御
用
多
き
な
か
ば
取
引
き
む
づ
か
し
く
塩
手
荷
の
分
こ
れ
ま
で
の
通
り
銘
々
勝
手
に
負
わ

せ
売
り
さ
ば
き
候
ょ
う
外
馬
持
ち
へ
は
駄
賃
こ
れ
を
取
り
荷
物
負
わ
せ
候
ょ
う

年
内
の
分
は
ま
ず
こ
れ
に
て
さ

し
置
き
候
ょ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
是
ま
で
見
合
わ
せ
申
し
あ
げ
侯
と
こ
ろ

去
る
一
四
日
馬
持
ち
政
助
と
申
す
者
塩



手
荷
負
わ
せ
出
か
け
候
え
ば
ま
た
ま
た
外
馬
持
ち
ど
も
一
統
相
集
ま
り
往
来
へ
出
向
き
利
不
尽
に
差
し
留
め
申

し
候
所
し
き
た
り
の
儀
に
ご
ざ
候
え
ば
押
し
て
ま
か
り
越
し
と
存
じ
奉
り
候
え
ど
も
左
候
え
ば
喧
嘩
に
相
成
る
べ

ト」民

き
ゆ
え
拠
ん
ど
こ
ろ
な
く
町
御
役
所
へ
御
訴
え
申
し
あ
げ
候
所
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塩
手
荷
の
分
願
い
出
で
御
指
図
ご
ざ
候
ま
で
は

見
合
わ
せ
候
ょ
う
御
役
人
衆
中
よ
り
お
申
し
つ
け
成
ら
れ
一
統
難
渋
至
極
に
存
じ
奉
り
候
。
（
中
略
）

な
お
ま
た
こ
の
度
町
内
に
廷
を
し
き
外
馬
持
ち
中
相
集
ま
り
酒
な
ど
た
べ
馬
留
め
と
号
し
徒
党
い
た
し
ろ
う
ぜ
き

て
い

な
る
体
仕
り
候
に
つ
き
組
親
丈
助
殿
よ
り
相
制
し
申
さ
れ
一
統
引
取
り
申
し
候
。
（
中
略
）

こ
の
た
び
右
様
の
族
を
申
し
出
し
出
入
り
が
ま
し
き
儀
申
し
か
け
候
え
ど
も
古
来
よ
り
仕
き
た
り
の
商
売
相
止
め

候
よ
う
に
相
成
り
候
て
は
馬
方
ば
か
り
の
不
益
に
て
は
ご
ざ
な
く
町
内
一
統
の
衰
微
か
ろ
か
ら
ざ
る
儀
難
渋
至
極

に
存
じ
奉
り
候
。

宍
道
町
酔
酌
し
の
節
百
姓
銘
々
牛
馬
を
も
っ
て
津
出
し
仕
り
帰
り
が
け
塩
そ

の
ほ
か
少
々
づ
っ
買
物
な
ど
い
た
し
ま
か
り
帰
り
候
節
外
馬
持
ち
ど
も
よ
り
き
び
し
く
差
し
留
め
上
銭
な
ど
を
去

冬
よ
り
取
り
申
し
候
。
右
様
仕
り
候
え
ば
当
駅
に
て
き
び
し
く
自
然
と
相
止
め
候
よ
う
に
相
成
り
所
の
た
め
な
ら

さ
て
ま
た
大
原
郡
在
々
よ
り
御
米

ず
眼
前
の
儀
に
存
じ
奉
り
候
。

元
来
宍
道
町
の
儀
は
往
来
の
荷
物
は
い
た
っ
て
払
底
松
江
行
き
の
荷
物
は
舟
に
て
相
す
ま
せ
大
原
、
仁
多
、
飯

石
諸
荷
物
上
げ
下
げ
ば
か
り
に
て
ま
こ
と
に
難
渋
場
所
取
り
続
け
候
儀
に
ご
ざ
候
え
ば
右
様
差
し
留
め
候
ょ
う

相
な
り
候
て
は
宍
道
町
の
衰
え
は
も
ち
ろ
ん
奥
方
百
姓
手
前
に
で
も
軽
か
ら
ざ
る
費
ひ
出
来
候
儀
と
存
じ
候
（
中

略



こ
の
た
び
前
書
に
申
し
上
げ
候
通
り
外
馬
持
ち
ど
も
よ
り
勝
手
次
第
の
我
が
ま
ま
申
し
か
け
一
統
難
渋
至
極
に
存

ご
れ
ん
び
ん

じ
奉
り
候
（
中
略
）
何
と
ぞ
御
憐
感
を
も
っ
て
古
来
よ
り
当
駅
仕
き
た
り
の
通
り
仰
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
下
さ
れ
候

ご

げ

ち

こ
の
段
よ
ろ
し
く
お
願
い
お
L
せ
あ
げ
ら
れ
急
々
御
下
知

文
塾
長
二
月

よ旨フ

一
統
あ
お
ぎ
願
い
奉
り
候
。
以
上
。に

ん
べ
つ

完
道
馬
持
人
別

太
右
衛
門

政

助

（
以
下
ニ
二
名
連
署
）

町E
年t目？
寄t代主

権為
右右
衛衛
門門
殿殿

町
年
寄
卯
兵
衛
殿

も
く
だ
い

馬
持
ち
人
数
回
七
人
と
書
き
出
し
て
い
る
け
れ
ど
も
元
来
は
四
四
人
で
あ
る
と
い
う
目
代
職
の
別
紙
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
さ
き
に
紹
介
し
た
輪
切
帳
に
は
「
馬
数

よ
ろ
ず

考
え
ま
す
。
万
差
出
帳
の
「
舟

四
七
足
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
お
お
む
ね
符
合
す
る
数
字
で
あ
ろ
う
と

三
二
一
般
」
と
並
べ
れ
ば
宍
道
の
宿
の
大
ま
か
な
顔
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
来
る
よ
う

で
す
。
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7
．
伊
藤
さ
ん
の
見
た
町

在
方
町
の

構
成
と
機
能

幕
藩
制
の
こ
ろ
と
言
え
ば
最
も
新
し
く
て
一
三

O
年
前
、
し
か
も
二
七

O
年
近
く
の
期
間
で
す
か

ら
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
く
資
料
な
ど
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
時
代

の
初
期
と
末
期
と
で
は
大
き
く
変
化
し
た
点
も
多
々
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
々
の
社
会
や
組
織
に
対
し
て
の
意
識
な
ど
現

Lι
じ

し

ゅ

く

在
の
目
か
ら
見
れ
ば
想
像
を
こ
え
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
事
を
前
提
に
し
て
な
お
P

宍
道
の
宿
d

像
を
さ
ら
に
追
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ざ
い
か
た
ま
ち

次
は
伊
藤
好
一
氏
が
み
ら
れ
た
「
一
七
世
紀
末
に
お
け
る
在
方
町
の
構
成
」
の
一
部
で
す
。
（
伊
藤
氏
は
か
つ
て
当

町
を
訪
れ
調
査
に
当
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
）

宍
道
の
町
の
機
能
は
、
年
貢
米
輸
送
に
関
連
す
る
各
種
の
職
業
に
就
く
人
々
を
集
め
ま
し
た
。

に
は
和
も
小
十
回
付
也
を
は
じ
め
、
米
宿
（
蔵
一
克
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
農
村
の
年
貢
米
を
蒐
集
し
代
納
す
る
機
能
を
も
つ

も
の
で
あ
り
年
貢
米
輸
送
ル
l
ト
に
占
め
る
位
置
か
ら
宍
道
に
は
早
く
か
ら
発
生
し
た
も
の
の
よ
う
。
）
や
艶
せ
米
の

つ

だ

縄
俵
つ
く
り
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
町
中
過
半
の
者
が
年
貢
米
津
出
し
に
関
連
し
た
業
務
に
従
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

一
八
世
紀
の
は
じ
め

宍
道
の
町
屋
敷
総
面
積
は
五
七
八
五
歩
、
こ
の
う
ち
目
代
一
人
年
寄
二
人
、
町
下
役
人
一
人
の
四
日
分
と
他
に
屋
敷

や

し

き

ぷ

二
口
分
が
御
免
屋
敷
（
地
銭
対
象
か
ら
は
ず
す
）
と
な
っ
て
お
り
、
残
り
の
四
五
二
四
歩
が
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
し
た
。

屋
敷
間
口
に
つ
い
て
は
広
狭
さ
ま
ざ
ま
で
狭
い
も
の
は
二
問
、
広
い
も
の
に
な
る
と
二
四
聞
に
及
、
び
、
間
口
五
閤
未

満
の
も
の
は
八
割
。
こ
う
し
た
屋
敷
の
持
ち
方
は
富
有
な
町
人
と
そ
う
で
な
い
町
人
の
格
差
の
大
き
い
こ
と
を
示
し
て



い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
伴
い
い
く
つ
か
の
実
態
か
ら
松
江
藩
は
在
方
町
の
機
能
を
支
配
組
織
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
図

れ
ま
す
。

っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
構
造
上
小
数
の
支
配
的
な
町
人
を
掌
握
す
る
こ
と
で
容
易
に
目
的
を
達
し
得
た
も
の
と
思
わ

一
般
に
一
七
世
紀
末
の
在
方
町
は
少
数
の
富
有
商
人
と
多
数
の
小
商
人
か
ら
成
っ
て
い
ま
し
た
。
富
有
な
町
人
は
こ

か
し
か
ね
か
し
ま
い

れ
ら
小
商
人
に
対
し
貸
銀
貸
米
で
優
位
に
立
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
蔵
一
克
と
な
り
舟
持
ち
と
な
り
町
の
人
の
多
数
が
従

事
す
る
業
務
に
支
配
的
な
力
を
振
い
得
る
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。

松
江
藩
は
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
有
力
町
人
に
出
銀
を
命
じ
て
藩
財
政
を
補
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
在
方
町
の
有
力
町

人
層
を
把
握
す
る
こ
と
で
城
下
町
と
と
も
に
在
方
町
を
藩
の
再
生
産
機
構
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

安
永
八
亥
年

伊
藤
さ
ん
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
有
力
町
人
に
よ
る
藩
財
政
へ
の
寄
与
は
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
、
宍
道
の
場
合
も

日
光
諸
堂
御
普
請

天
明
七
未
年

寛
政
六
寅
年

文
化
二
成
年

文
政
四
巳
年

文
政
二
ニ
寅
年

関
東
筋
川
々
御
普
請

関
東
筋
川
々
御
用

日
光
本
坊
薬
師
院
御
造
営

関
東
筋
川
々
御
用

関
東
川
筋
御
普
請

安
政
二
卯
年
武
州
本
牧
警
衛
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安
政
三
辰
年

禁
裏
所
御
普
請

等
々
幕
令
に
も
対
応
が
せ
ま
ら
れ
ま
し
た
。
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む
ね
の
ぶ

延
享
二
年
（
一
七
四
五
年
）
、
松
江
藩
に
入
国
し
た
宗
街
（
六
代
藩
主
）
は
藩
財
政
改
革
の
た
め
に
小
田
切
尚
足
を

せ

ん

ぷ

か

た

ぎ

で

ん

し

ん

で

ん

か

た

登
用
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
施
策
と
し
て
泉
府
方
（
金
融
）
、
義
国
の
法
（
租
税
の
前
納
）
、
新
田
方
（
新
田
開
発
）
、

き

み

ふ

そ

う

木
の
実
方
（
ロ

i
ソ
ク
生
産
）
、
釜
甑
方
（
鋳
造
所
）
を
設
け
事
業
の
推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
た
も
の
で
し
ょ
う
か
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五

0
年
代
）
の
記
録
と
し
て
新
田
開
拓
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

願
い
奉
る
口
上
の
覚
え

近
来
諸
方
御
開
拓
在
ら
せ
ら
れ
候

に
つ
い
て
は
追
／
〈
＼
人
別
よ
り
も
願

い
奉
り
候
由
に
ご
ざ
候
と
こ
ろ

→ 
L 

り 弐 の
沖拾た
水手間び
代之西意
ま五宇
で拾郡
東間完
西道
と磯＝村
も御手川
百樟三尻
間受2
、地ピ東
同よ百

郡
来
海
村
川
尻

東
百
五
拾
間
西
五



両
所
開
拓
御
許
容
な
し
下
さ
れ
御
棒
打
ち
渡
し
下
し

お
か
れ
候
ょ
う
願
い
あ
げ
奉
り
候
。
左
候
え
ば
精
々
尽
力
し
開
拓
仕
り
た
く
存
じ
奉
り
候
も
ち
ろ
ん
冥
加
と
し
て

御
礼
銭
お
差
し
図
次
第
上
納
仕
る
べ
く
候
。
こ
の
段
よ
ろ
し
く
御
申
し
上
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
ょ
う
願
い
上
げ

拾
間
磯
御
樟
受
地
よ
り
沖
水
代
ま
で
東
西
と
も
百
弐
拾
間

奉
り
候
。
以
上
。

未
九
月

小
豆
沢
九
郎
右
衛
門
⑮

小
豆
沢
浅
右
衛
門
⑮

う

え

も

ん

大
庄
屋
矧
右
衛
門
殿

中
庄
屋
市
右
衛
門
殿

差
出
し
人
は
松
江
の
豪
商
で
あ
り
、
新
田
開
発
が
こ
う
し
た
立
場
の
者
も
加
わ
り
資
本
を
投
じ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
盛
衰
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
も
時
間
と
と
も
に
発
展
を
目
ざ
し
た
状
況
が
読
み
と
れ
る
と
思
い
ま
す
。

（
宍
道
村
川
尻
l
馬
つ
な
ぎ
場
に
な
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
）

F開明電

参

考〕

も
の
で
す
。

l

在
郷
町
に
つ
い
て
、
国
史
大
辞
典
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
（
部
分
引
用
）
｜
在
郷
町
一
般
に
つ
い
て
の

江
戸
時
代
、
農
村
部
に
成
立
し
た
商
工
業
集
落
の
総
称
で
、
在
町
・
町
分
・
町
村
な
ど
と
よ
ば
れ
た
。

小
大
名
・
家
老
・
代
官
の
陣
屋
を
核
と
す
る
町
、
宿
駅
・
港
な
ど
交
通
の
要
衡
・
特
産
品
の
生
産
な
ら
び
に
流
通
の
中
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心
な
ど
の
種
類
が
あ
る
。
（
中
略
）
在
郷
町
は
農
業
と
分
離
し
て
お
ら
ず
、
商
人
地
主
や
小
作
を
し
っ
、
小
商
い
に
で

38 

る者が多かった。

一一一一 一一一一一一一一
七七七七 七 七 六 六 六 六六五
七 七 五五三一九九八四 O 七

年九以 三年年四年O代 三年七年年九一年六年年七年八年0 と
り

降船座葉 町雲陽 町地「平 堀毛 あ
幕令 山宍部 地銭検完道湖 田 尾利勢 lず

三氏道大 町氏
に有力般O の川火誌成銭検地 地 が た

対町 渡海船 尻 り 地 ＂ L_ 銭帳富完道
事

応人 の旧 ・町の 田 I頁

（幕末 光諸堂日 御免あ 拓聞 室本屋敷陣 宍道の 検地村 場対象 名称 記録 軽から 渡海船の

の

年代

至に御普請 り 銭免除同（師湖陸 型誌記）の令国 江にを
一
主吾主と

る を録令国に 移府 徴
ま 地記録 記 用
でな化 すす
）ど ＼、ーノ

る

一一 一一一一一一一一 一 一 一 一
八 八八八八八八八八八 八 八 八 七
六六五五 五 四 三 二 一 一一一 O 八

年八 年二 年七年六年四 年九 年0 年0 年九年四 年二 一年年八年三

明治 有輸切村高 完道祇丸園 志儀行 尾木 並町 町部 駅 差席 徳助 綿催許木市開 完道本綿市 場町
と 久み大馬持出畑参両日 困
改 な兵衛 の火主し 庄 難
元 わ 形あの帳の 屋

帳 れ氏態り争 客、 諸

（重農覧 北陸（る ーは いあ村勢要 水代目 ロJ御免 色

地ご綿継木五 り 難を船通出の御免売買m 
方の 0 覧に兼 口
へ後も送年前 あ勤 上
渡海 り 成 うす行差

成）にと る 手出の
るす 活不 形し願

る 躍変 し、



そ
の
三

道

湖

と

町

場

8 

一
本
の
金
棒

さ
る
日
公
民
館
で
舎
外
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
道
具
の
一
つ
金
棒
（
長
さ
一

m
あ
ま
り
）
を
手

に
し
て
お
も
し
ろ
い
も
の
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
棒
の
中
ほ
ど
に
「
配
転
也
知
」
と
刻
ん
で
あ
り
ま

し
た
。
渡
海
場
と
い
う
語
嚢
は
長
ら
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
持
主
は
か
つ
て
宍
道
湖
で
運
送
船
に
乗
っ

風

帆

商

舶

繁

多

な

り

て
い
た
方
で
し
た
。
こ
の
事
の
数
年
前
、
武
田
信
玄
文
書
の
中
で
グ
渡
海
場
d

云
々
の
文
字
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
（
「
同
志
急
速
に
渡
海
候
ょ
う
申
し
っ
か
わ
す
べ
き
も
の
な
り
」
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
年
）
信
玄
文
書
よ
り
）

お
そ
ら
く
中
、
近
世
の
用
語
だ
ろ
う
と
想
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
金
葎
は
往
時
渡
海
場
と
い
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
宍

道
の
町
灘
で
使
わ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
隣
接
す
る
加
茂
町
文
書
（
文
化
四
卯
年

一八

O
七
年
）
の
中
に
、
「
完
道
町
は
船
着
き

の
所
に
て
、
松
江
よ
り
仁
多
、
飯
石
、
大
原

へ
運
送
し
、
諸
荷
物
往
来
の
場
所
に
て
、
随
分
却



商
売
も
で
き
候
所
柄
・
・
・
・
・
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
舟
運
に
か
か
わ
り
、
湖
水
と
町
場
は
共
立
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
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一
八
世
紀
は
じ
め
に
書
か
れ
た
雲
陽
誌
（
出
雲
部
各
郡
の
地
誌
）
に
は
「
完
道
L

（村）

の
項
に
次
の
記
載
が
み
ら

れ
ま
す
。

竪
六
里
横
三
里
の
大
湖
な
り
。
こ
れ
を
完
道
湖
と
い
う
。
そ
の
地
の
佳
景
た
る
や
砂
ぎ
わ
の
白
鴎
、
岸
下
の

金
鱗
飛
ぶ
も
の
躍
る
も
の
雨
に
吟
じ
月
に
鳴
く
。
（
中
略
）
湖
中
に
漁
翁
釣
夫
往
来
し
風
帆
商
舶
繁
多
な
り
。
い

湖う
べ
し
府
外
輯
鞍
す
る
所
な
り
と
。

つ
ぎ
は
近
世
の
海
上
交
通
に
つ
い
て
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め
に
渡
海
船
役
銭
免
除
の
類
で
す
。

葉
山
善
右
衛
門

し
ゆ
っ
せ
い

右
の
者
年
来
御
勝
手
方
（
藩
）
御
用
聞
き
出
情
相
勤
め

そ
の
上
去
々
年
や
む
を
え
ず
諸
調
達
わ
づ
か
に
歩

し
ゅ
う
そ

な
お
ま
た
愁
訴
に
も
及

当
り
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
え
ど
も
諸
銀
主
に
ぬ
き
ん
で
そ
の
と
ん
ち
ゃ
く
も
こ
れ
な
く

ば
ず
そ
の
上
引
続
き
御
要
用
ふ
み
こ
み
深
切
し
ご
く
の
働
き
出
情
せ
し
め
候
段
い
た
っ
て
神
妙
の
こ
と
に
候
。

よ
っ
て
容
易
に
な
さ
れ
が
た
き
事
に
候
え
ど
も
右
御
ほ
う
び
と
し
て
渡
海
船
一
般
役
銭
さ
し
許
し

そ
の
身
生

涯
手
船
申
し
つ
く
べ
く
候
。
こ
の
段
御
申
し
渡
し
こ
れ
あ
る
べ
く
候
。
以
上
。



（
宝
暦
四
年
一
七
五
四
年
）

御
用
所

一
二
月
二
日

こ
の
場
合
有
力
町
人
が
舟
座
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
藩
へ
の
御
要
用
負
担
が
前
提
と
な
っ
て
い

ま
す
。
四
年
後
に
は
郡
役
人
並
み
の
沙
汰
を
受
け
ま
し
た
。
宝
麿
六
年
、
四
百
廿
ず
み
廻
船
を
藩
の
急
用
に
さ
し
出
し
た

と
こ
ろ
、
そ
れ
が
難
船
し
た
の
で
翌
年
御
言
付
け
の
指
示
が
出
て
い
ま
す
。

月
見
え

右
は
園
栄
丸
払
船
に
い
た
し
候
由
の
所

御
用
に
つ
き
御
借
り
受
け
廻
米
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
と
こ
ろ

葉
山
善
右
衛
門

難
船
あ
ま

つ
さ
え
破
船
の
由
、
然
る
と
こ
ろ
右
の
船
代
り
の
儀
し
い
て
申
し
出
で
も
仕
ら
ざ
る
段

神
妙
の
儀
に
つ
き
当

丑
〈
宝
暦
七
年
〉
納
め
を
も
っ
て
米
三
百
俵
く
だ
さ
る
べ
き
旨
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
間

右
の
趣
き
申
し
渡
し
あ
る

べ
く
候
。
以
上
。

丑
九
月

御
用
所

御

勝

手

方

町
の
住
人
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
地
銭
を
納
め
て
い
ま
す
が
、
い
ろ
ん
な
職
業
を
営
む
場
合
さ
ら
に
藩
の
許
可
を

41 



求
め
そ
れ
な
り
の
上
納
を
負
担
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
財
政
や
交
通
に
か
か
わ
る
制
度
を
P
座
d

と
い
っ
て
い
ま
す
。

42 

（
平
安
末
か
ら
の
考
え
方
と
い
う
が
内
容
や
形
態
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
）
海
運
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

① 

月日
A
h
え

に
相
き
め
っ
か
わ
し
候
条

こ
の
た
び
船
座
願
い
の
趣
承
け
届
き
候
え
ど
も

永
代
違
乱
こ
れ
な
く
候
間
あ
り
が
た
く
そ
の
意
を
得

容
易
に
さ
し
免
し
が
た
く
則
ち
上
へ
相
う
か
が
い
船
座
コ
一

O
般

も
し
み
だ
り
の
輩
こ
れ
あ
る
に
お
い
て
は
船
座
と
り
あ
げ
は
も
ち
ろ
ん

く
だ
ん

候
。
よ
っ
て
件
の
如
し
。

中
満

統
の以
越ぉ来
ち御
度ど法
に相
申守
しる
つべ
けく
べ候

安
永
二
己
（
一
七
七
三
年
）
二
一
月
二
三
日

廻
船
方
広
江
林
左
衛
門
⑮

冗

締

メ

磯

崎

伴

七

御
船
奉
行

荒
木
源
之
進

⑮ 
⑩ 

目
代
彦
五
郎
殿

舟

指

伝

七

殿

② 宍
道
町
に
舟
座
こ
れ
な
き
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
難
儀
の
由
よ
っ
て
こ
の
た
び
舟
座
御
議
定
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
条



以
来
違
乱
の
儀
こ
れ
な
き
ょ
う
申
し
渡
し
あ
る
べ
く
候
。
な
お
委
細
の
儀
は
廻
船
方
よ
り
申
し
渡
し
あ
る
べ
く

候
。
以
上
。

三
月
二
三
日

下
郡

嘉
助
殿

与
頭
長
右
衛
門
殿

船座免状の事例

和
国
民
右
衛
門
⑩

③ 右
そ
の
町
舟
座
御
議
定
仰
せ
つ
け
の
御
書
付
こ
れ
を
遣
わ
し
候
条
そ
の
意

を
得
ら
れ
舟
持
ち
人
別
に
御
申
し
渡
し
こ
れ
あ
る
べ
く
候
。
以
上
。

巳
三
月
二
四
日

与
頭

長
右
衛
門
⑩

⑩
 

下
郡

嘉
助

目
代
彦
五
郎
殿

④ 右
御
両
書
を
も
っ
て
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
舟
座
の
内

一
般
そ
こ
も
と
の
持

ち
分
相
違
な
き
所

件
の
如
し
。

安
永
二
巴
三
月

目
代
彦
五
郎
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口
口
屋利

右
衛
門
駿
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一
見
ず
い
ぶ
ん
念
入
り
な
許
可
ル

i
ト
の
よ
う
で
す
。

願
い
出
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
似
た
手
続
き
が
あ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
安
永
年
間
（
約
二
二

O
年
前
）
の
も
の
に
は
、

宍
道
の
船
座
と
し
て
許
可
さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

船
座
の
許
可
を
得
た
も
の

二

O
余
名

、＇ct
I旦

二
六
佳
瓦

船

水

夫

八
人

舟
指
し

（
町
誌
）

人

時
代
は
下
り
ま
す
が
船
座
免
状
の
ひ
と
つ
。

月
見
え

渡
海
船
座
壱
般

意
宇
都
完
道
町

惇
右
衛
門



文
久
二
戊
（
一
八
六
二
年
）
八
月

船
法
堅
く
相
守
る
べ
き
者
也
。

右
船
座
こ
れ
を
差
し
免
し
候
条
、

9
．
風
に
乗
っ
て

⑮
 

石
原
宗
兵
衛
⑮

御
船
手
圃

広
江
権
内

船峨
ヤマサは帆印であっ
たかもしれない

津
々
浦
々
寄
港
に
つ
い
て
は
陸
上
と
同
様

手
形
が
み
ら
れ
ま
す
。
（
前
ベ

l
ジ
写
真
）

諸
国
御
関
所

御

番

衆

中

渡
海
船
が
志
儀
（
事
業
資
金
を
得
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
出
資
金
活
動
）

預
り
も
う
す
銭
の
事

の
質
物
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

45 



銭
九
拾
壱
貫
文
也

ご
一
人
前
七
貫
文
ず
つ

た
だ
し
子
か
け
拾
三
人
よ
り

46 

こ
の
質
物

西
代

下
々
畑
弐
拾
壱
歩

同
所

分
米
七
升
六
合

分
米
弐
升
五
合
弐
タ

中
畑
壱
畝
歩

同
所

下
畑
三
歩

分
米
五
合
六
タ

畑
反
〆
壱
畝
弐
拾
四
歩

分
米
〆
壱
斗
六
合
八
タ

上
リ
高
壱
斗
弐
升
八
合
壱
タ
六
才

外

渡
海
船
壱
般

た
だ
し
道
具
の
こ
さ
ず

乗
り
出
し
に
し
て

右
こ
の
た
び
お
恵
み
を
も
っ
て
私
へ
お
仕
立
て
下
し
お
か
れ
候

志
儀
御
懸
け
銭
た
し
か
に
預
り
も
う
し
あ
げ
候
と
こ
ろ
実
正
に
ご

ざ
候
。
し
か
る
上
は
ご
儀
定
の
通
り
志
儀
み
て
ま
で
毎
歳
三
貫
弐

百
文
ず
っ
き
っ
と
懸
け
も
ど
し
申
し
あ
ぐ
べ
く
候
。
も
し
本
人



府
蝶
の
儀
も
ご
ざ
候
は
ば

前
書
質
物
請
け
刈
方
へ
引
き
受
け
請
け
人
よ
り
御
連
中
さ
ま
へ
は
少
し
も
と
ど
こ
お

ご

じ

っ

く

だ

ん

り
な
く
正
銭
を
も
っ
て
す
み
や
か
に
懸
け
も
ど
し
仕
る
べ
く
候
。
後
日
の
た
め
件
の
如
し
。

口
口
屋

安
政
三
（
一
八
五
六
年
）

本
人
口
口
口
口

⑩ 

辰
十
月

口
口
屋受

人
口
口
口
口

⑮ 

口
口
屋同

口
口
口
口
⑩

志
儀
御
連
中

前
書
完
道
村
上
り
高
一
斗
ニ
升
八
合
二
タ
な
ら
び
に
渡
海
船
一
般
志
儀
質
物
承
け
届
け
留
め
に
記
し
置
き
申

し
候
。
も
っ
と
も
志
儀
年
限
み
て
通
達
こ
れ
な
き
に
お
い
て
は
反
古
と
な
す
べ
く
候
。
以
上
。

船
座
護
判
目
代

七

船
指

口口 口
口口 口
⑮⑩⑩  

⑩ 

47 

只
十

土
地
詮
判
庄
屋

年
寄

年
寄
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預
か
り
申
す
銭
の
事

銭
弐
拾
弐
貫
五
百
匁
也

た
だ
し
九
番
目
よ
り

一
三
番
口
口

ぱ
お
き
ぜ
に

右
は
佐
々
布
屋
樽
右
衛
門
殿
志
儀
場
置
銭
た
し
か
に
預
り
も
う
す
と
こ
ろ
実
正
明
白
に
ご
ざ
候
。
も
し
本
人
不
時

の
儀
も
ご
ざ
候
は
ば

右
場
置
銭
を
も
っ
て
速
か
に
懸
け
も
ど
し
申
す
べ
く
候
。
こ
の
上
に
も
い
さ
さ
か
の
儀
ご

受
人
よ
り
懸
け
渡
し
っ
か
ま
つ
る
べ
く
候
。
後
日
の
た
め
僻
っ
て
併
の
ご
と
し
。

ざ
候
は
ば

文
久
三
亥
（
一
八
六
三
年
）

一O
月

志儀戻し銭受け取りの覚え



志
儀
御
連
中
様

口
口
屋本

人
久
兵
衛

囲固

同

理

兵

衛

租
法
の
部
分
を
見
る
と
、
藩
政
期
を
推

量
す
る
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

明
治
二
年
島
根
県
歴
史
附
録

朝日新聞1993年

一
渡
海
船
税

一
O
石
積
に
つ
き
金
二
厘
八
毛

こ
れ
は
宍
道
湖
に
沿
え
る
村
町
湖
内
の
用
弁
な
ら
び
に
美
保
ノ

関
お
よ
び
伯
州
米
子
拙
翠
守
へ
諸
物
品
を
運
輸
の
設
に
て
た
い
て
い

六
、
七

O
石
以
上
を
容
れ
商
用
相
弁
じ
多
少
の
利
潤
を
得
る
も
の

完画

一
大
偉
渡
船

一
O
石
に
つ
き
こ
厘
八
毛

参考図．風間

」
れ
は
船
形
外
洋
廻
船
の
製
造
に
し
て
小
な
る
も
の
近
国
諸
港

へ
物
品
運
輸
弁
を
と
る
も
の

一
小
伝
渡
船
一
般
に
つ
き
七
厘

大
伝
渡
に
に
て
小
な
る
も
の

て
旅
客
を
の
せ
る
も
の

49 

湖
中
お
よ
び
中
ノ
海
と
往
来
し



大
澗
ゑ
里
吉
季
五
回
附

・宵
A
F
Z
？
メ
明

指師支
fd一え

－云一
y

諸
問
・
来
謹
省
軍
閥

脅
さ
季
世
相
削

減
三
明
会
リ
又

dr
豆ル
f

稲浦・港ノ圃

お
お
ひ
ら
た

一
大
締
船

一
般
に
つ
き
七
厘
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湖
水
に
沿
う
市
街
村
落
に
し
て
人
家
日
用
の
弁

を
と
り
あ
る
い
は
荷
物
運
送
漁
事
に
も
用
う
。

一
伝
間
船

一
手
安
船
一
般
に
つ
き
六
厘

沿
湖
各
浦
に
て
も
っ
ぱ
ら
漁
事
に
用
い
か
た
は

一
般
に
つ
き
六
厘

ら
荷
舟
と
す

一
張
古
船

一
般
に
つ
き
六
厘

入
海
沿
村
に
て
漁
事
ま
た
は
こ
や
し
運
輸
に
用

トフ。一
高
瀬
舟

（
以
下
略
す
）

佐

渡

屋

諸
国
客
船
帳

さ
て
廻
船
範
聞
に
つ
い
て
は
い

よ
い
よ
実
態
を
つ
か
み
か
ね
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
「
宍
道
は
奥
地
の
木
綿
の
集
散
地

と
し
て
集
荷
運
送
を
し
、
舟
便
に
よ
っ
て
沿
岸
各
地

お
よ
び
遠
洋
航
海
に
よ
っ
て
手
を
拡
げ
、
北
は
新
潟
、



敦
賀
か
ら
西
は
遠
く
長
崎
南
は
大
阪
に
ま
で
搬
出
し
て
い
た
」
と
誌
す
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ふ
く
ら
み
な
と

過
年
「
佐
渡
屋
諸
国
客
船
帳
」
と
い
う
の
に
接
し
ま
し
た
。
佐
渡
屋
と
い
う
の
は
石
川
県
福
浦
港
（
現
石
川
県
羽
咋

郡
配
京
医
）
に
あ
る
船
宿
で
し
た
。
そ
の
舵
笹
を
利
用
し
た
諸
国
帆
船
の
も
ょ
う
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
も
の
で
す
。

県
内
浜
田
港
に
も
客
船
帳
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
横
帳
を
綴
じ
て
一

O
個
以
上
の
厚
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。

一
同
所
（
出
雲
国
）
完
道
村

そ
の
客
船
帳
の
中
に
宍
道
の
廻
船
が
あ
り
ま
し
た
、
明
確
に
。

木
屋
久
兵
衛
様
船

祇

園

丸

定

兵

衛

様

今

盛
之
助
様

メ入
／ 

／＼ 

博
六
様

安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
巴
六
月
四
日
御
入
津
あ
そ
ば
さ
れ
候
。
そ
の
後
当
湊

午
年
浜
囲
い
な
さ
れ
候
。

に
て

そ
の
後
た
び
た
び
入
船
。

」
の
あ
と
は
明
治
に
入
り
ま
す
が
、
参
考
と
し
て
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

一
同
所
（
出
雲
国
）
完
道
村

51 



木
屋
久
平
様
船
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妙
見
丸

博
四
郎
様

今
ハ
平
造
様

今
ハ
和
右
衛
門
様

明
治
六
酉
（
一
八
七
三
年
）

一
O
月
二

O
日
御
入
津
あ
そ
ば
さ
れ
候
。

四
四
年
巴
一

O
月
五
日
御
入
港
あ
そ
ば
さ
れ
候
。
（
明
治
一
四
巳
の
誤
り
か
）

一
同
国
（
出
雲
国
）
完
道
村

木
谷
久
平
様
船

久

運

丸

博

六

様

同
（
明
治
一
五
年
か
）
八
月
五
日
入
船
あ
そ
ば
さ
れ
候
。
そ
の
後
た
び
た
び
入
船
。

と
で
す福
。浦
♀湊

福佐
杢北

A ~ 

詰岩
u 船

明皇
治搬
哲荷
干の
の事
一例
ろが
の残
場さ
合れ
でて
すい
がる
、と

利い
益う
のこ

註あ
が
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
米
と
塩
で
あ
り
ま
す
。
砂
糖
や
綿
な
ど
も
あ
る

の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
米
、
塩
商
売
の
サ
ー
ビ
ス
品
的
役
割
し
か
果
し
て
い



な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
福
浦
湊
は
主
と
し
て
風
待
ち
港
、
避
難
港
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
て
い
た
（
近
世
）
と
い

い
ま
ず
か
ら
、
宍
道
か
ら
の
船
も
さ
ら
に
航
路
を
北
に
延
ば
し
新
潟
あ
た
り
ま
で
行
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
前
記
の
客
船
帳
に
よ
る
と
記
載
出
身
国
四
三
か
国
に
及
び
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
出
雲
つ
い
で
佐
渡
、
隠

せ
ん
。

岐
、
能
登
、
摂
津
等
の
順
に
な
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
出
雲
宿
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

石
川
県
に
出
か
け
た
事
例
が
具
体
的
に
わ
か
り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
荷
物
と
運
ん
だ
の
か
、
ま
た
は
航
海
の
途
中
で

商
品
を
仕
入
れ
そ
れ
を
需
要
地
に
売
る
と
い
う
翼
積
み
船
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
浜
田
の
事
例
は
宍
道

の
船
で
は
な
い
の
で
す
が
、
来
待
石
粉
を
積
ん
で
行
き
、
帰
り
に
は

と記す

方位盤（船用）
雲州意字郡完道町
佐々布や惇右衛門舟

屋
根
瓦
を
の
せ
て
い
ま
す
。

稲
積
（
現
美
保
関
町
）
明

明
治
一
八
酉
六
月
三
日

丸
中
嶋
権
四
郎
様

登
入
津
、
来
海
石
御
売
り
、
瓦
御

石
州
浜
田
外
の
浦

神

園
田
ハ
い
、

（
諸
国
御
客
船
帳

清

水
三
次
郎
所
蔵
よ
り
）

近
世
海
運
資
料

柚
木
学
編

青
い
海
の
中
を
白
帆
に
導
か
れ
な
が
ら
日
本
海
を
渡
る
さ
ま
は
心
日



に
描
く
だ
け
で
も
豪
快
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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日
．
雄
志
の
か
げ
に

尼

子

合

戦

以
来
の
こ
と

陸
道
を
通
っ
て
荷
物
運
送
と
比
べ
て
海
上
輸
送
は
一
度
に
大
量
の
荷
物
を
運
べ
る
利
点
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
代
償
の
よ
う
に
予
期
し
な
い
遭
難
が
海
で
は
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
季
節
々
々
は
い
う
ま

で
も
な
く
わ
ず
か
数
時
の
う
ち
に
風
の
模
様
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
漁
師
は
こ
と
の
外
風
に
つ
い
て
は
敏
感
だ

し
雲
一
つ
を
み
て
今
後
を
予
想
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
宍
道
湖
で
も
漁
拐
に
か
か
わ
っ
て
の
水
難
話
を
い
く
つ
か
残
し

ま
し
た
。

福
井
県
の
場
合
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
記
録
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
圏
内
海
運
業
は
、
幕
府
や
諸
大
名
の
年
貢
米
の
輸
送
（
廻
米
）
が
主
軸
に
な
っ
て
大
い
に
発
展
し

た
が
、
海
難
事
故
も
頻
繁
に
起
き
た
。
そ
れ
は
航
海
技
術
が
未
熟
で
あ
り
船
舶
構
造
が
不
備
で
あ
っ
た
こ
と
に
も

よ
る
が
、
と
く
に
日
本
海
は
風
が
強
く
波
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
く
の
事
故
が
起
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
元
禄
一
五
年
（
一
七

O
二
年
）
に
は
新
保
浦
の
船
三

O
艇
が
損
害
を
受
け
、
う
ち
二
一
般
が
破
損
、
他

は
こ
と
ご
と
く
乗
り
捨
て
、
一
二
三
七
人
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。

（
福
井
市
史
料
遭
難
船
口
書
の
解
説
よ
り
）

ご
存
知
の
よ
う
に
島
国
日
本
で
は
多
く
の
遭
難
・
漂
流
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。
韓
鞄
漂
流
記
、
徳
平
衛
天
竺
物
語
、



幸
太
夫
・
磯
吉
取
り
結
し
の
事
な
ど
、
ま
た
漂
流
地
も
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
等
道
の
り
を
間
い
ま
せ
ん
。
山
陰
に
朝
鮮

半
島
か
ら
漂
着
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。
逆
説
な
が
ら
鎖
国
日
本
に
は
重
要
な
情
報
源
と
も
な
り
ま
し
た
。

ひ
さ
ゆ
き

「
長
行
暦
録
」
と
い
う
古
い
日
誌
を
藤
沢
秀
晴
氏
か
ら
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

部
分
引
用
。

i
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
年
）
の

。
八
月
六
日
晴
天

意
宇
郡
完
道
沖
に
て
一
畑
寺
参
詣
の
者
百
余
人
水
船
と
な
り
死
す
。
た
だ
し
飯
石
郡
三
十
五

人
大
原
郡
五
十
余
人
仁
多
郡
松
江
人
船
頭
四
人
な
り
。
ほ
か
に
一
八
人
船
具
に
取
り
つ
き
浮
き
候
者
助
か
る
。
大

内
義
隆
尼
子
合
戦
（
一
六
世
紀
後
半
）
揖
屋
の
沖
に
て
溺
死
以
来
の
こ
と
と
申
す
事
に
候
。

文化11年の遭難供養塔

今は物故者の名も分明ではない

北津正定寺にて

宍
道
町
の
か
つ
て
の
あ
る
廻
船
問
屋
で
は
、

兄
弟
の
一
人
が
持
ち
舟
と
い
っ
し
ょ
に
平
田
の

十
六
嶋
浦
へ
婿
入
り
を
し
た
が
難
船
、
舟
も
ろ

と
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
何
代
も
前
の
こ
と
で

す
が
今
も
墓
ま
い
り
を
し
て
い
ま
す
と
い
う
話

で
し
た
。
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そ

の

四

近

世

七〉

ら

近

代

.A.,_ 

日
．
町
並
み
の
記
録
か
ら

宍
道
の
町
は

中
世
に
原
形

ま
ち

さ
き
に
宍
道
の
場
合
は
、
制
度
と
し
て
の
町
の
記
録
を
元
禄
二
一
年
（
一
六
九
九
年
）
に
は
残
し

て
い
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
町
だ
て
は
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考

え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ど
ん
な
条
件
を
み
た
せ
ば
町
場
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
ず
宍
道
の
例
を
み
る
と
、
全
く
新
た
に
町
立
て
が
行
な
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。
（
こ
れ
に

対
し
て
出
雲
市
大
津
町
の
場
合
は
新
開
地
に
町
立
で
し
た
と
い
う
。
）
宿
と
し
て
成
立
す
る
条
件
の
め
ば
え
は
中
世
す

で
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
下
は
井
上
寛
司
氏
の
指
摘
に
よ
り
ま
す
。

ぶ

ち

ん

「
出
雲
国
朝
山
郷
な
ら
び
に
来
海
荘
の
御
年
貢
・
夫
賃
の
こ
と
、
先
年
土
民
ら
が
蜂
起
の
と
き
我
意
に
ま
か
せ
て
国

ー
永
享
三
年
（
一
四
一
一
二
年
）
L

こ
れ
に
つ
い
て
、
出
雲
・

来
待
地
域
に
つ
い
て
は
土
一
撲
を
お
こ
す
ほ
ど
の
大
き
な
勢
力
を
も
っ
運
送
業
者
が
集
結
し
て
い
た
と
い
う
点
で
注
目

中
の
夫
賃
増
加
う
ん
ぬ
ん
甚
だ
然
る
べ
か
ら
ず
（
後
略
）

さ
れ
る

と
し
て
あ
り
ま
す
。

「
親
一
元
日
記
」
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
年
）

一
O
月
一
八
白
の
項
を
と
り
あ
げ
、
宍
道
氏
は
こ
れ
ら
の
品
物
（
八

朔
祝
い
の
太
万
な
ど
）
を
宍
道
湖
か
ら
日
本
海
1
若
狭
小
浜
経
由
で
京
都
に
運
ぼ
う
と
し
（
た
。
）
宍
道
氏
が
日
本
海



水
運
を
用
い
て
都
と
の
交
流
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
数
少
な
い
史
料
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
宍
道
氏
が

用
い
た
水
運
の
拠
点
が
ど
こ
な
の
か
・
：
：
佐
々
布
川
河
口
部
を
そ
れ
に
充
て
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
も
述
べ

て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
大
内
義
隆
が
馬
潟
の
正
久
寺
に
陣
替
え
（
尼
子
攻
略
）
の
後
、
い
っ
た
ん
陣
営
を
宍
道
畦
地
山
に
移
し
天
文
一

二
年
の
二
月
中
旬
に
改
め
て
京
羅
木
山
に
陣
を
進
め
た
と
い
う
。
（
慶
長
八
年
ー
一
六

O
三
年
以
前
に
成
立
し
た
二
宮

俊
実
覚
書
に
よ
る
）
こ
れ
は
大
内
氏
に
と
っ
て
、
宍
道
の
地
が
水
陸
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
と
り
わ
け
重
要
な
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
特
徴
は
毛
利
氏
に
よ
る
富
田
城
攻
め
の
場
合
を
ふ
く
め
そ
の
後
に
お
い
て
も

基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
雲
陽
軍
実
記
」
（
参
考
史
料
）
巻
五
の
中
に
次
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

（
永
禄
一
一
一
一
年
一
五
七

O
年
、
毛
利
氏
に
よ
る
出
雲
奪
回
の
戦
闘
が
あ
っ
た
。
）
元
春
（
毛
利
）
父
子
七
千
五
百

騎
に
乃
木
古
志
原
清
水
津
田
辺
に
す
き
ま
な
く
陣
と
り
け
る
に
、
（
尼
子
方
は
）
湖
上
大
河
の
橋
を
引
き
船
も
残
ら
ず

末
次
へ
乗
り
と
り
け
れ
ば
、
に
わ
か
に
渉
り
難
く
見
え
け
れ
ば
、
（
毛
利
は
）
精
兵
四
五

O
O騎
を
引
き
て
野
臼
（
乃

木
）
藤
名
（
布
志
名
）
湯
浜
（
湯
町
）
に
出
で
見
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
も
船
は
末
次
（
尼
子
方
）
へ
取
ら
れ
た
り
。
そ

れ
よ
り
海
へ
来
た
り
完
道
に
出
で
け
れ
ば
、
こ
こ
か
し
こ
よ
り
渡
海
一

O
般
ば
か
り
尋
ね
い
だ
し
ひ
そ
か
に
乗
っ
て
佐

あ
ら
わ
い

陀
の
江
に
渡
り
（
毛
利
方
は
）
荒
隈
の
古
陣
所
へ
廻
り
法
吉
、
生
駒
辺
の
民
家
を
放
火
し
て
関
を
ど
っ
と
揚
げ
（
た
）
。

（
以
下
略
）

」
れ
に
つ
い
て
井
上
寛
司
氏
は
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明
氏
は 「

（
前
略
）
宍
道
が
宍
道
湖
に
お
け
る
水
運
の
一
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
と
さ
れ
、
山
根
正

58 

「
信
頼
で
き
る
史
料
で
こ
れ
を
直
接
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
宍
道
が
宍
道
湖
に
お
け
る
水
運
の
重
要
拠
点

で
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。
特
に
『
渡
海
』
船
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
地
先
の
湖
上

で
漁
を
す
る
程
度
の
軽
舟
で
は
な
い
。
宍
道
湖
沿
岸
は
も
と
よ
り
大

橋
川
か
ら
中
海
沿
岸
さ
ら
に
は
美
保
ノ
関
に
ま
で
も
渡
海
し
た
、
運

送
船
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

写真中央あたりに 今の駅どおりが直
交している 街区そのものは三百年来

ま
た
、
「
戦
国
期
に
は
宍
道
氏
が
宍
道
要
害
山
を
支
城
と
し
：
：
：

（
中
略
）

す
で
に
こ
の
時
に
要
害
山
の
下
に
宍
道
町
の
原
形
と
し
て
根
小
屋
的

な
町
の
形
成
を
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
考
察
し
た
の
は
伊

藤
好
一
氏
で
あ
り
ま
す
。

尼
子
攻
め
の
陸
上
コ
i
ス
、
運
送
業
者
の
存
在
、
小
浜
に
至
る
日

本
海
海
運
路
、
渡
海
船
の
保
有
、
そ
し
て
伝
承
で
す
が
宍
道
氏
の
幼

娘
を
有
力
旧
家
に
委
託
し
た
話
な
ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
十
五
世

紀
か
ら
松
江
開
府
ま
で
に
あ
る
程
度
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。



続
と
い
う
の
は
「
旅
宿
の
並
ぶ
集
落
を
さ
し
、
江
戸
時
代
に
は
交
通
運
輸
の
機
関
と
な
り
、
明
治
維
新
後
は
地
方

行
政
の
単
位
と
な
っ
た
。
」
「
（
江
戸
時
代
の
）
宿
の
機
能
は
運
輸
・
通
信
・
休
泊
を
主
と
す
る
：
：
：
よ
と
解
説
し
た
国

史
大
辞
典
に
よ
れ
ば
さ
ら
に
背
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宿
は
ま
た
宿
駅
と
か
宿
場
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

中
世
か
ら
の
発
展
と
幕
藩
制
が
施
か
れ
る
中
、
い
つ
ご
ろ
正
式
に
宍
道
の
宿
｜
町
立
て
が
あ
っ
た
の
か
（
村
と
は
別

枠
で
地
銭
の
対
象
と
し
て
公
認
さ
れ
た
）
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
示
す
資
料
に
は
で
あ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
伊
藤
好
一
氏

は
、
松
江
藩
松
平
家
が
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
年
）
に
出
雲
へ
入
部
し
た
当
初
に
は
、
す
で
に
出
雲
各
地
に
町
が
成

立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
商
業
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
藩
は
こ
れ
ら
の
町
の
存
在
と
そ
の
機
能
を
認
め
、

農
村
と
は
異
な
っ
た
視
角
で
こ
れ
ら
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
場
の
成
立

は
い
つ
？

さ
き
の
地
銭
帳
も
町
場
の
存
在
を
証
拠
だ
て
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
地

銭
帳
関
係
の
資
料
と
し
て
残
存
し
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
年
）

の
雲
州
神
門
郡
今
市
町
帳
、
次
に
正
保
四
年
（
一
六
四
七
年
）
楯
縫
郡
平
田
町
地
銭
帳
と
い
う
こ
と
（
和
田
嘉
宥
氏
論

文
）
で
、
当
該
年
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
町
立
て
が
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
ま
す
。
宍
道
の
場
合
は
元
禄
二
一
年
（
一
六
九

九
年
）
に
地
銭
帳
が
作
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
が
は
じ
め
て
な
の
か
そ
れ
以
前
に
公
認
と
な
っ
て
い
た
か
明

確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
雲
領
内
で
は
比
較
的
お
そ
い
時
期
に
属
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
平
田
町
の
場
合
、
二
ハ

四
七
年
・
一
六
五
七
年
・
二
ハ
八
一
年
の
三
回
に
わ
た
り
地
銭
帳
が
作
製
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
県
外
で
の
事
例
を
み
る

と
十
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
成
立
し
た
町
場
の
例
も
あ
り
ま
す
。
越
中
の
部
品
は
享
保
九
年
（
一
七
三
四
年
）
に
「
町
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お
さ

並
」
と
さ
れ
、
町
肝
前
一
、
年
寄
長
町
人
と
い
う
町
役
、
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
他
国
と
の
商
売
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の
許
可
で
あ
り
、
し
か
も
木
戸
の
建
設
と
板
葺
き
屋
根
へ
の
町
並
み
改
造
と
い
う
よ
り
都
市
的
な
景
観
の
変
更
を
伴
う

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
な
お
出
雲
園
内
で
の
町
数
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
年
）
の
記
録
で
二
一

O
か
所
と
な
っ
て
お
り
、

近
隣
で
は
湯
町
、
庄
原
、
大
東
な
ど
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

町
の
形
態
に
つ
い
て
は
前
に
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
街
区
の
中
央
道
が
山
手
を
背
に
し
た
よ
う
に
弓
な
り
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
城
下
町
で
あ
る
小
浜
（
福
井
県
）
で
も
こ
れ
と
似
た
通
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
北
側
は
若

狭
湾
岸
に
の
ぞ
み
ま
す
。
そ
し
て
山
手
の
屋
敷
は
ほ
と
ん
ど
が
入
り
（
奥
行
）

一
七
間
を
確
保
し
て
い
る
の
に
対
し
て

湖
側
は
そ
れ
が
一
一
間
か
ら
一
五
聞
と
不
同
で
す
。
（
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
全
く
の
推
定
で
す
が
、
町
立
て
に
当
っ
て
は
灘
側
は
砂
浜
・
霞
原
を
開
拓
（
埋
立
て
）
し
た
の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
建
物
が
点
在
は
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
町
並
み
形
成
が
意
図
的
に
行

な
わ
れ
た
結
果
、
山
手
と
は
や
や
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ま
た
直
接
か
か
わ
り
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
町
立
て
に
あ
た
り
他
地
域
か
ら
町
場
へ
の
転
入
し
そ
の
構
成
に

参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
屋
号
も
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
学
頭
屋
（
斐
川
町
）
、
佐
々
布
屋
（
旧
佐
々
布
村
）
、
来
海
屋
（
旧

来
海
村
）
、
延
野
屋
（
加
茂
町
）
、
坂
口
屋
（
旧
白
石
村
）
、
白
石
屋
（
旧
白
石
村
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

町
並
み
屋
敷
の
建
物
に
つ
い
て
、

一
軒
々
々
の
広
さ
は
解
っ
て
い
ま
す
が
そ
れ
ら
が
平
屋
で
あ
っ
た
か
二
階
に
近
い

構
造
を
も
っ
て
い
た
か
（
本
陣
建
築
に
つ
い
て
は
明
確
で
す
が
て
ま
た
屋
根
は
わ
ら
葺
き
、
杉
皮
ぶ
き
、
か
や
ぶ
き
、

そ
ぎ
ふ
き
、
板
ぶ
き
、
瓦
ぶ
き
の
い
づ
れ
が
主
流
で
あ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
平
入
り
が
多
か
っ
た
か
妻



入
り
は
ど
う
か
等
も
今
は
資
料
を
欠
い
て
い
ま
す
。
在
地
の
大
工
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
間
口
三
間
以
内
程
度
の
場
合

は
妻
入
り
が
多
く
、
四
間
以
上
の
間
口
と
も
な
れ
ば
平
入
り
と
い
う
の
が
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

物
も
点
々
と
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
う
と
す
れ
ば
町
の
半
分
く
ら
い
は
妻
入
り
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
見
た
と
こ
ろ
長
屋
風
の
建

宍
道
で
は
あ
る
時
期
に
「
宿
屋
四
軒
」
と
記
し
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
に
木
賃
く
ら
い
で
泊
れ
る
場
所
が
少
し
は
あ
っ
た
と
思
い
ま

千本格子が美しいこの町には格子のある家が点々
長屋風の印象もうける

す
。
そ
れ
に
し
て
も
一
般
商
人
や
農
民
の
休
泊
所
が
こ
の
程
度
で

間
に
合
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
大
名
（
藩
主
）
宿
泊
に
つ
い
て

は
、
本
陣
、
御
茶
屋
、
そ
し
て
有
力
町
人
の
家
な
ど
充
実
し
た
よ

う
す
が
伺
え
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
場
で
紹
介
さ
れ
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

町
の
西
方
旧
伊
志
見
村
に
は
往
還
往
来
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

里
塚
が
現
存
（
国
指
定
文
化
財
）
し
ま
す
が
、
町
場
か
ら
約
一
回

東
の
旧
宍
道
村
に
は
「
J
t
野
啄
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
（
村

絵
図
記
載
）
松
江
か
ら
お
よ
そ
一
六
回
の
場
所
で
、
宍
道
湖
の
眺

む
こ
う
ち

望
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
向
地
（
島
根
半
島
）
が
指
呼
の
間
で
す
。

戦
前
ま
で
は
白
帆
の
往
来
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
（
次
頁
写
真
）
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公
用
人
馬
の

つ
ぎ
立
て

と
こ
ろ
で
、
公
用
人
馬
の
都
立
て
（
藩
の
御
用
に
供
す
る
飛
脚
や
乗
用
馬
の
備
え
）
は
当
時
ど
う
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な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大
き
い
町
で
は
グ
助
郷
d

の
制
度
も
あ
っ
て
近
郷
の
村
々
も
相
応

の
負
担
が
あ
り
ま
し
た
。
宍
道
に
は
す
で
に
奈
良
時
代
「
駅
家
」
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
か
ら
何
ら
か
の
制
度
が
想

定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
今
の
と
こ
ろ
記
録
を
み
て
い
ま
せ
ん
。
次
の
も

の
は
明
治
五
年
ご
ろ
の
文
書
で
す
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
た
め
の

参
考
に
な
り
そ
う
で
す
。

手前は現国道

あ
い
た
い

陸
運
会
社
な
ら
び
に
相
対
人
馬
継
立
所
取
り
設
け
さ
す
に

つ
き
そ
の
取
扱
人
の
姓
名
・
相
対
賃
銭
の
現
額
お
届
け

旧宍道村の一里塚あと

（
一
八
七
二
年
か
ら
）

て

ん

ま

し

ょ

す

け

ご

う

今
般
東
海
道
そ
の
他
の
諸
道
と
も
す
べ
て
伝
馬
所
な
ら
び
に
助
郷

そ
の
他
こ
れ
に
属
す
る
い
っ
さ
い
の
課
役
お
よ
び
官
よ
り
支
給
の

米
金
廃
止
さ
れ
候
に
つ
き

従
前
伝
馬
所
こ
れ
あ
る
宿
駅
へ
は
お

の
お
の
適
宜
の
相
対
賃
銭
を
受
け
取
り
人
馬
の
継
立
所
等
を
と
り

設
け
さ
せ
そ
の
取
扱
人
の
姓
名
な
ら
び
に
相
対
賃
銭
の
現
額
と
も

届
け
出
ず
べ
き
分
お
口
に
つ
き
当
国
本
道
だ
け
陸
運
会
社
と
り

設
け
さ
せ
枝
道
は
旅
行
人
い
た
っ
て
少
な
く
会
社
あ
い
立
ち
か
ね



別
決
の
通
に
ご
ざ
候
な
り
。

相
対
人
馬
継
立
所
と
り
設
け
さ
せ
候
そ
の
取
扱
人
の
姓
名
な
ら
び
に
相
対
賃
銭
の
現
額
等
す
な
わ
ち

候
に
つ
き

た
だ
し
先
般
御
省
官
員
御
巡
回
の
節

当
国
は
僻
廠
の
地
に
て
旅
行
人
少
な
く
本
、
枝
両
道
と
も
陸
運
会
社

相
対
人
馬
継
立
所
と
り
設
け
さ
せ
候
分
お
届
け
つ
か
ま
つ
り
お
き
候
と
こ
ろ

あ
い
立
て
か
ね
候
に
つ
き

本
対
だ
け
は
さ
ら
に
陸
運
会
社
と
り
設
け
さ
せ
候
こ
と
。

本
道

伯
州
通
り
（
松
江
よ
り
東
方
を
指
す
）

第
四
大
区
小
二
区
出
雲
郷
村

第
三
大
区
小
三
区
安
来
町

石
州
通
り
（
松
江
よ
り
西
方
を
指
す
）

第第
四四
大大
区区
小小
七六
区区
完＠湯
道＠町
町＠

第
九
大
区
小
三
区
直
江
町

（
中
略
）

備
後
通
り
（
備
後
街
道
を
さ
す
）

第
七
大
区
小
二
区
三
万
屋
町

第
七
大
区
小
三
区
掛
合
町

参考図人馬継ぎ立て（康重画）
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（
中
略
）
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相
対
人
馬
取
扱
人

枝
道第

二
大
区
小
二
区
秋
鹿
町

（
以
下
略
）

（
月
日
不
詳
と
あ
る
も
明
治
五
年
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
伯
州
通
り
、
石
州
通
り
、
備
後
通
り
の
名
称
に
つ

い
て
は
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

次
の
は
、
ま
た
お
も
し
ろ
い
事
例
で
す
。
（
「
鞍
下
」

「
荷
下
」
の
定
め
に
つ
い
て
）

明
治
六
年
三
月
一

O
日
発

各
区
正
副
戸
長
へ

諸
駅
伝
馬
所
と
あ
い
唱
え
候
継
場
口
口
さ
れ
候
み
ぎ
り

り
の
村
駅
に
て
引
き
受
け
か
た
あ
い
立
て
し
馬
士
ど
も

従
来
の
し
き
た
り
に
て
馬
土
ど
も
申
し
合
わ
せ
も
よ

く
ら
し
た

鞍
下
と
唱

所
持
の
馬
具
に
て
運
送
い
た
し
候
に
つ
き

え
売
荷
そ
の
外
一
手
に
て
運
送
方
い
た
し
お
り
候
。
折
か
ら
従
来
の
し
き
た
り
を
唱
え
か
れ
こ
れ
故
障
す
じ
申
し

た
て
候
口
も
こ
れ
あ
る
や
に
相
聞
え
不
都
合
の
こ
と
に
候
。
い
ら
い
右
ょ
う
の
心
得
違
い
こ
れ
な
き
ょ
う
き
っ
と

相
心
得
も
う
す
べ
き
こ
と
。



に

し

た

前
よ
り
渡
海
船
持
ち
の
も
の
ど
も
荷
下
と
相
唱
え
、
引
き
受
け
の
川
筋
な
ど
あ
い
立
て
売
荷
な
ど
す
べ
て
船
持
ち

ど
も
引
受
け
来
た
り
候
お
も
む
き
に
候
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
御
用
船
は
右
船
持
ち
の
課
役
に
て

わ
ず
か
の
御
法

賃
を
も
っ
て
荷
物
等
運
送
い
た
し
候
よ
り
じ
ね
ん
荷
下
の
定
め
も
こ
れ
あ
る
べ
く
候
え
ど
も
御
法
賃
銭
等
廃
さ
れ

候
う
え
は
荷
下
の
定
め
等
は
決
し
て
こ
れ
な
き
は
ず
の
と
こ
ろ
（
中
略
）

右
の
通
り
相
達
し
侯
条

市
在
も
れ
な
く
触
れ
知
ら
す
べ
き
も
の
也
。

三
月
九
日

各
所
参
事

「
央
道
」
湖

を
推
理
す
る

つ
い
で
に
町
機
能
と
関
係
の
深
か
っ
た
宍
道
湖
に
つ
い
て
、
名
称
を
と
り
あ
げ
考
え
て
み
ま
し
ょ

h

フ。

松
江
、
八
束
、
平
田
、
簸
川
四
市
郡
の
か
こ
む
湖
（
入
海
）
に
な
ぜ
」
ハ
道
d

と
冠
し
た
か
は
そ
の
記
録
を
み
ま
せ

ん
。
以
下
は
い
く
つ
か
の
条
件
か
ら
の
推
定
で
す
。

「
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
年
）
出
雲
に
洪
水
あ
り
。
出
雲
川
あ
ふ
れ
東
飲
宇
湖
に
注
ぐ
・
：
」
と
あ
り
別
に
猷
宇
海

と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
現
宍
道
湖
だ
け
か
中
ノ
海
も
あ
わ
せ
て
き
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
絵
図
な

ど
で
は
P

湖
水
d

と
記
し
て
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
松
江
湖
、
佐
太
の
海
な
ど
も
み
ら
れ
ま
す
。
宍
道
湖
も
ま

れ
に
は
見
ま
す
が
、
公
式
に
使
わ
れ
た
例
は
松
江
藩
国
令
に
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
年
）

一
一
月
布
令
が
あ
り
ま
す
。

（
植
林
）
宍
道
湖
南
方
の
灘
、
近
所
茂
み
こ
れ
な
き
山
々
、
井
に
馬
潟
よ
り
吉
佐
ま
で
、
北
は
美
保
の
関
ま
で
茂
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み
こ
れ
な
く
、
山
々
松
、
檎
山
に
仕
り
た
く
こ
れ
を
望
む
者
こ
れ
あ
ら
ば
、
そ
の
所
百
姓
持
ち
来
た
り
の
山
た
り
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そ
の
意
に
任
す
べ
き
事
。

と
言
う
と
も
、
そ
の
地
こ
れ
を
下
さ
る
べ
し
。
た
だ
し
持
主
へ
は
山
に
仕
立
て
こ
と
わ
り
申
す
べ
く
こ
れ
あ
ら
ば
、

雲
陽
誌
（
一
七
一
七
年
編
）
で
は
、
湖
と
題
し
て
「
こ
れ
を
勾
ハ
半
世
湖
と
い
う
」
と
書
き
誌
し
ま
し
た
。

宍
道
湖
が
特
に
脚
光
を
浴
び
る
の
は
、
城
下
が
松
江
に
移
さ
れ
て
（
一

参考図．風間完画朝日新聞1993年
内海をのりこえ 西廻り航路をもめざす人々

六
O
八
年
）
か
ら
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
年
代
か
ら
年
貢
登
せ
米
、

諸
色
輸
送
で
湖
上
舟
運
は
活
発
と
な
り
ま
す
。
宍
道
湖
畔
に
は
い
く
つ

か
の
街
場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
城
下
か
ら
西
（
山
陰
道
）
に
下
る
際
宍

道
ま
で
は
舟
便
で
以
降
陸
路
と
い
う
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ

に
加
え
多
く
の
資
料
に
み
ら
れ
ま
す
が
雲
南
三
郡
へ
の
門
の
役
割
を
担

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
地
形
や
機
能
に
つ
い
て
の
基
礎
条
件
に
あ
わ
せ
当
時
の

命
名
の
習
慣
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
陸
路
の
事
例
で
す
が
、
玉
造

で
は
南
へ
向
か
う
道
路
を
仁
多
街
道
、
宍
道
で
は
南
に
入
る
道
を
大
原

街
道
と
呼
び
、
西
へ
の
山
陰
道
に
山
口
街
道
と
名
づ
け
て
い
ま
し
た
。

出
雲
市
の
例
で
は
商
へ
向
か
う
道
に
対
し
て
石
見
街
道
、
ま
た
松
江
で



は
東
上
の
道
を
伯
州
往
還
と
も
称
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
新
潟
県
佐
渡
や
、
小
浜
京
都
間
で
も
み
か
け
る

と
こ
ろ
で
す
。
宍
道
湖
の
場
合
は
た
ま
た
ま
海
路
で
す
が
域
下
町
松
江
か
ら
言
え
ば

4
ハ道
d

の
名
を
冠
し
て
も
決
し

て
脇
道
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
少
い
資
料
か
ら
で
す
が
い
よ
い
よ
定
着
し
た
の
は
明
治
以
降
だ
ろ
う

と
伺
っ
て
い
ま
す
。

ま
ち

そ
れ
か
ら
現
在
「
北
津
L

「
中
津
」
（
往
時
町
指
定
部
分
）
「
原
津
」
と
市
街
地
を
三
区
分
し
て
呼
ぶ
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
今
の
と
こ
ろ
近
世
資
料
で
は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
。
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
（
表
紙
写
真
一
参

照

ロ
．
御
一
新
の
中
で

近
世
型
交
通

か
ら
の
再
生

お
よ
そ
三

O
O年
に
わ
た
る
近
世
的
時
代
は
新
し
い
組
織
を
求
め
て
明
治
を
む
か
え
ま
す
。
新
政

府
に
よ
る
改
革
は
着
々
進
み
ま
す
が
明
治
五
年
ご
ろ
ま
で
は
従
前
の
基
盤
が
か
な
り
踏
襲
さ
れ
た

よ
う
な
現
象
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
資
料
も
あ
り
ま
す
。

解
船
免
除
願
い

締
船
壱
般

た
だ
し
長
さ
二
間
三
尺

右
の
船
今
般
解
船
に
仕
り
候
間

御
免
除
下
さ
せ
ら
れ
た
く
こ
れ
に
よ
り
御
鑑
札
相
そ
え
こ
の
段
正
副
戸
長
奥
印

を
も
っ
て
願
い
た
て
ま
つ
り
候
也
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第
一
四
区
意
宇
都
宍
道
村

ニ
六
三
番
屋
敷
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明
治
九
年
子
八
月
一

O
日

同

戸

長

庄
司
伝
右
衛
門
⑮

池
尻
良
右
衛
門
⑮

永
原
周
太
郎
⑩

右
副
戸
長

島
根
県
令
佐
藤
信
寛
殿

」
れ
に
対
し
て

本
書
願
い
の
趣
聞
き
届
け
候
事

明
治
九
年
八
月
口

島
根
県
令
佐
藤
信
寛

同
町
凹

と
の
許
可
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
船
だ
け
を
登
録
か
ら
は
ず
し
た
の
か
転
職
で
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

明
治
に
な
っ
て
物
資
の
運
送
は
お
い
お
い
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
二

0
年
代
か
ら
の
汽
船
の
運
行
さ
ら
に
明

治
末
の
鉄
道
開
通
に
よ
り
様
相
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
竹
永
三
男
氏
の
「
旅
を
す
る
市
長
福
岡
世
徳
の
旅

」
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
（
部
分
）

旅
の
コ

l
ス
は
次
の
通
り
。
第
一
に
松
江
か
ら
岡
山
に
出
る
も
の
、
松
江
口
米
子
聞
は
大
橋
埠
頭
を
発
す
る
船
を
利



用
、
米
子
で
人
力
車
に
乗
り
か
え
。
第
二
は
大
阪
、
東
京
方
面
の
旅
に
、
松
江
か
ら
境
港
ま
で
船
、
境
港
か
ら
は
西
廻

り
航
路
を
利
用
し
て
敦
賀
・
舞
鶴
で
下
船
。
第
三
は
松
江
か
ら
広
島
へ
の
場
合
、
船
で
宍
道
へ
。
そ
の
あ
と
三
万
屋
・

赤
名
へ
。
第
四
は
浜
田
へ
向
け
て
。
松
江
か
ら
同
じ
く
船
で
庄
原
（
斐
川
町
荘
原
）
へ
、
そ
の
あ
と
山
陰
道
。
も
ち
ろ

ん
人
力
車
利
用
で
す
。

こ
の
事
例
は
鉄
道
敷
設
ま
で
の
大
方
の
道
程
と
察
し
ら
れ
ま
す
。
陸
路
よ
り
も
低
賃
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
海
上
機
関

は
相
当
に
ぎ
わ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
帆
船
と
汽
船
の
併
用
時
代
を
経
て
近
世
型
交
通
は
次
第
に
そ
の
影
を
ひ
そ
め
て

き
ま
し
た
。
宍
道
の
場
合
も
他
地
方
と
似
た
道
を
た
ど
り
ま
す
が
、
か
な
り
早
い
時
期
に
工
場
設
立
な
い
し
は
誘
致
に

よ
っ
て
鮮
や
か
に
再
生
し
て
い
ま
す
。
地
の
利
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
見
落
せ
ま
せ
ん
。
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年
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表
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間
五
尺
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裏
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間
四
尺

此
歩
百
八
拾
六
歩

五
右
衛
門
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間
半
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口
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五
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間
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百
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共
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間
入
拾
七
間
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所
引

表
口
三
間
弐
尺

裏
旦
ニ
間
壱
尺

入
拾
四
間
半

此
歩
四
拾
七
歩

十
左
衛
門

五
右
衛
門

七
左
衛
門

十
左
衛
門

榔

庵
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表
旦
ニ
間
壱
尺

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
七
間

表
旦
ニ
間
壱
尺

一
裏
口
三
間

入
拾
七
間

表
旦
ニ
間

一
裏
口
三
間

入
拾
七
間

表
口
一
二
間
壱
尺

一
裏
口
三
間
弐
尺

入
拾
七
間

表
口
三
間

一
裏
口
三
間

入
拾
七
間

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
三
間
四
尺

此
歩
五
拾
壱
歩

此
歩
五
拾
弐
歩

此
歩
五
拾
壱
歩

此
歩
五
拾
五
歩

此
歩
五
拾
壱
歩

此
歩
五
拾
五
歩

市
郎
左
衛
門

太
兵
衛

五
右
衛
門

作
右
衛
門

十
左
衛
門

喜
右
衛
門

入
拾
七
間

表
旦
ニ
間

一
裏
口
弐
関
壱
尺

入
拾
七
間

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
七
間

表
口
三
間

一
裏
口
三
間

入
拾
七
間

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
三
間
弐
尺

入
拾
七
間

表
口
三
間
四
尺

一
裏
口
弐
間
四
尺

入
拾
七
間

表
口
三
間

此
歩
四
拾
四
歩

此
歩
四
拾
八
歩

此
歩
五
拾
壱
歩

此
歩
五
拾
弐
歩

此
歩
五
拾
四
歩
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右
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右
衛
門

甚
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衛
門



一
裏
口
弐
開
弐
尺

入
拾
七
間

此
歩
四
拾
五
歩

ハ
右
衛
門

小
橋
上
小
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表
裏
口
共
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壱
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入
拾
七
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所
引

表
口
六
間

一
裏
口
七
間

入
拾
七
間

表
口
弐
間
四
尺

一
裏
口
弐
間
壱
尺

入
拾
七
間

表
口
七
間
半

一
一
裏
一
口
入
間
弐
尺

入
拾
七
間

表
口
拾
壱
間
四
尺

一
裏
口
拾
壱
間
壱
尺

入
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七
間

表
口
九
間
半

一
裏
口
九
間
四
尺

此
歩
百
拾
壱
歩

此
歩
四
拾
士
宮
歩

此
歩
百
三
拾
五
歩

此
歩
百
九
拾
四
歩

此
歩
百
六
拾
三
歩

市
良
右
衛
門

五
右
衛
門

五
右
衛
門

七

喜
三
郎

入
拾
七
間

表
口
五
間
壱
尺

裏
口
七
間

入
拾
七
間

此
歩
百
三
歩

御
礼
場
表
裏
口
共
四
間
三
尺
入
弐
間
ノ
所
引

表
口
弐
間
四
尺

一
一
一
口
弐
間
半

入
拾
七
間

表
口
拾
九
間
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一
裏
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拾
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弐
尺

入
拾
七
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表
口
弐
間
半

一
裏
目
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間
壱
尺

入
拾
七
間

表
口
弐
間
半

一
裏
口
弐
間
弐
尺

入
拾
七
間

此
歩
四
拾
四
歩

此
歩
三
百
三
拾
歩

此
歩
四
拾
歩

此
歩
四
拾
壱
歩

七
三
郎

兵
右
衛
門

与
三
郎

五
兵
衛

ハ
兵
衛
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表
口
弐
間
半

一
裏
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弐
間
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右
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此
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間
弐
尺

一
裏
口
五
間
壱
尺

入
拾
四
間

表
口
六
間
四
尺

一
裏
口
六
間

入
拾
五
間

表
旦
ニ
間

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
三
間

表
旦
ニ
間

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
弐
間
五
尺

表
旦
ニ
間
弐
尺

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
三
間

表
口
弐
間
壱
尺

此
歩
七
拾
弐
歩

此
歩
九
拾
五
歩

此
歩
三
拾
八
歩

此
歩
三
拾
七
歩

此
歩
四
拾
歩

七
左
衛
門

与
兵
衛

太
郎
右
衛
門

作
左
衛
門

庄

八

一
裏
口
弐
間

入
拾
三
間

此
歩
弐
拾
七
歩

小
道
表
裏
口
共
五
尺
ニ
拾
三
間
ノ
所
引

表
口
四
間
四
尺

一
裏
口
四
間
五
尺

入
拾
三
間

表
口
三
間
半

一
裏
口
三
間
半

入
拾
三
間

表
口
入
間
弐
尺

一
裏
口
七
間

入
拾
五
間
壱
尺

表
口
五
間
弐
尺

一
裏
口
五
間
壱
尺

入
拾
四
間
半

此
歩
六
拾
弐
歩

此
歩
回
拾
六
歩

此
歩
百
拾
六
歩

此
歩
七
拾
六
歩

小
道
表
裏
口
共
幅
四
尺
入
拾
四
間
半
ノ
所
引

表
口
拾
弐
間

太
兵
衛

庄
左
衛
門

源
左
衛
門

七
三
郎

彦
右
衛
門
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一
裏
口
拾
壱
間
四
尺

入
拾
五
間
半

表
口
一
二
間
壱
尺

一
裏
口
三
間

入
拾
五
間
半

表
口
三
間
四
尺

一
裏
口
三
間
弐
尺

入
拾
五
間
半

表
旦
ニ
間
壱
尺

一
裏
口
三
間
壱
尺

入
拾
五
間
半

表
口
弐
間
四
尺

一
裏
口
弐
間
四
尺

入
拾
五
間
半

此
歩
百
八
拾
三
歩

此
歩
四
拾
八
歩

此
歩
五
拾
四
歩

此
歩
四
拾
九
歩

此
歩
四
拾
壱
歩

七

善

七

甚
左
衛
門

久

助

五
右
衛
門

悪
水
貫
表
裏
口
共
弐
尺

小
橋
小
路
表
裏
口
共
幅
壱
間

入
拾
六
間
ノ
所
引

表
旦
ニ
間
弐
尺

一
裏
口
二
間
四
尺

入
拾
三
間

表
口
七
間
半

一
裏
口
七
間
四
尺

入
拾
弐
間

表
口
五
間
壱
尺

一
裏
口
五
間
半

入
拾
三
間

此
歩
三
拾
九
歩

此
歩
九
拾
壱
歩

此
歩
六
拾
九
歩

北
小
路
表
裏
口
共
幅
壱
間
入
拾
三
間
ノ
所
引

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
三
間
壱
尺

入
拾
弐
間

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
弐
間
半

入
拾
弐
間

表
旦
ニ
間
壱
尺

一
裏
口
弐
間
半

此
歩
三
拾
六
歩

此
歩
三
拾
弐
歩

此
歩
三
拾
四
歩

弥

右

衛

門

河

十
右
衛
門

八
郎
兵
衛

五
右
衛
門

九
左
衛
門

助
右
衛
門



入
拾
弐
間

表
口
三
間
弐
尺

一
裏
口
三
間
半

入
拾
弐
間

表
口
三
間
半

一
裏
口
三
間
壱
尺

入
拾
壱
間

表
口
四
開

一
裏
口
三
間
半

入
拾
壱
間

此
歩
四
拾
壱
歩

此
歩
三
拾
七
歩

此
歩
四
拾
壱
歩

小
路
表
裏
口
共
幅
五
尺
入
拾
壱
間
ノ
所
引

表
口
弐
間
四
尺

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
壱
間

表
口
弐
間
五
尺

一
裏
口
弐
間
五
尺

入
拾
士
宮
間

此
歩
三
拾
歩

此
歩
三
拾
士
宮
歩

佐
兵
衛

八
三
郎

次
郎
兵
衛

弥
左
衛
門

清
三
郎

表
旦
ニ
間
四
尺

一
裏
一
口
三
間
半

入
拾
壱
間

表
口
三
間
半

一
裏
口
三
間
士
宮
尺

入
拾
壱
間

表
口
三
間
四
尺

一
裏
口
＝
一
間
半

入
拾
壱
間

表
口
四
間
弐
尺

一
裏
口
四
間
壱
尺

入
拾
壱
間

表
口
拾
弐
間
壱
尺

一
一
裏
口
拾
壱
間
半

入
拾
壱
間

表
口
五
間

一
一
裏
口
五
間
弐
尺

此
歩
三
拾
九
歩

此
歩
三
拾
七
歩

此
歩
三
拾
九
歩

此
歩
四
拾
七
歩

此
歩
百
三
拾
歩

此
歩
五
拾
七
歩

助
三
郎

十
左
衛
門

郎
右
衛
門

長
右
衛
門

十
左
衛
門

五

右

衛

門

打



入
拾
壱
間

歩
数
〆
四
千
九
百
四
拾
四
歩

内

此
上
畑
壱
町
六
反
四
畝
弐
拾
四
歩

上
畑
五
敵
歩

上
畑
六
畝
歩

上
畑
三
畝
歩

〆
壱
反
四
畝
歩

目

代

年
寄
二
人

町
下
役
人

地
銭
御
免
屋
敷
四
軒

残
歩
数
四
千
五
百
弐
拾
四
歩地

銭
屋
敷
家
数
七
拾
壱
軒

此
地
銭
面
判
銀
百
拾
七
匁
六
分
弐
厘

外

但
百
歩
付
弐
匁
六
歩

入
弐
拾
五
間
四
尺

表
裏
口
共
拾
七
間
四
尺

此
歩
四
百
五
拾
弐
歩

五
右
衛
門

入
拾
六
間

表
裏
口
共
弐
拾
四
間
弐
尺

此
歩
三
百
八
拾
九
歩

同

人

二
日
歩
数
〆
八
百
四
拾
士
宮
歩

地
銭
御
免
屋
鋪
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一
面
判
銀
九
拾
九
匁
五
分
三
厘

山
手
役

但
百
歩
ニ
付
弐
匁
弐
歩

以
上

冗

録

十

二

己

卯

三

月

宮

川

伴

弥

印

判

小
倉
半
兵
衛
印
判

竹
内
久
右
衛
門
印
判

坂
井
主
J

次
兵
衛
印
判

横
山
治
大
夫

印
判

宮
川
勘
左
衛
門
印
判

右
意
字
郡
完
道
町
地
銭
御
検
地
帳

年
久
鋪
相
成
虫
入
文
字
不
分
明
ニ
付

遂
伺
候
上
帳
面
認
直
被
仰
付
候
ニ
付
而

地
方
相
改
龍
合
相
逮
無
之
者
也

文
政
十
三
寅
二
月

安
田
重
右
衛
門
判

児

玉

平

九

郎

判



あ

と

が

き

家
作
事
の
折
、
大
工
さ
ん
に
戸
口
の
ガ
ラ
ス
戸
を
た
の
み
ま
し
た
。
設
計
案
を
み
て
、
こ
れ
は
骨
太
に
す
ぎ
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
町
場
に
は
近
い
が
半
田
舎
で
風
当
り
の
強
い
所
で
す
。
あ
え
て
そ
の
ま
ま
造
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

考
え
て
み
れ
ば
町
場
の
大
工
さ
ん
、
わ
た
し
は
在
方
の
育
ち
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
町
の
人
は
は
い
か
ら
で
粋
な
心
性

を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
田
舎
は
と
か
く
武
骨
で
実
用
ひ
と
す
じ
の
傾
向
。
そ
ん
な
町
場
に
こ
ん
ど
は
ふ
み
こ
む

こ
と
と
な
り
ま
す
。

す
き
な

4
ハ道
4

に
つ
い
て
近
世
関
係
資
料
を
集
め
て
い
た
ら
、
つ
い
で
に
「
宍
道
断
層
」
ま
で
姿
を
み
せ
て
き
ま

ま

た

ご

し
た
。
農
村
像
に
あ
わ
せ
近
世
都
市
「
宿
場
」
像
、
そ
れ
も
旅
篭
の
町
と
い
う
よ
り
は
交
通
運
輸
の
支
え
た
都
市
像
が

浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
一
つ
の
お
ど
ろ
き
で
し
た
。
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
資
料
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
共
に
解
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
い
う
の
が
小
冊
子
の
目
あ
て
で
す
。

ほ
と
ん
ど
先
学
に
た
よ
り
表
面
を
な
で
た
形
で
す
が
、

O
時
代
の
う
ね
り
と
住
民
の
対
応
や

O
住
民
の
動
き
の
背

景
に
あ
る
経
済
的
な
状
況
さ
ら
に
O
近
世
の
も
つ
今
日
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
課
題
を
の
こ
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
宍
道
の
実
像
は
、
当
地
域
よ
り
外
か
ら
の
眼
が
よ
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
思
い
も
い
く
つ
か
味
わ
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
在
郷
町
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
み
れ
ば
、
住
民
の
対
応
自
体
の
中
に
P

あ
す
の
宍
道
町
像
d

を
見
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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」
の
記
述
に
あ
た
り

伊
藤
好
一
さ
ん
を
は
じ
め
先
達
の
諸
氏
や
住
民
の
み
な
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
せ

っ
か
く
の
ご
指
導
を
誤
っ
て
受
け
と
っ
て
い
る
点
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
礼
を
の
べ
あ
わ
せ
て
お
わ
び
を
申

し
ま
す
。

（寅）

む

ら

え

ず

こ
れ
は
「
出
雲
国
意
宇
郡
宍
道
町
村
槍
圃
」
の
一
部
で
す
。
北
津
・
中
津
・
原
の
区
域
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
年
号

に
つ
い
て
は
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
推
定
の
域
を
で
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
番
地
と
共
通
の
点
が
あ
り
、
松
江
市
の
事

例
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
え
る
と
、
明
治
一

O
年
前
後
の
作
製
と
考
え
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
村
繕
園
の
凡
例

を
み
る
と
江
戸
時
代
の
約
束
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
本
文
二
ペ
ー
ジ
の
一
里
塚
近
辺
の
図
は
こ
れ
に
続
く
も
の
で
し
た
。

（
績
園
寸
法
た
て
一
七
七
個

お

が

わ

小
川
に
か
か
る
木
橋
、
北
・
中
津
部
分
と
原
の
部
分
と
の
道
幅
の
ち
が
い
、
中
津
往
還
道
の
湾
曲
等
々
現
代
図
と
は

少
々
異
な
り
ま
す
が
、
行
き
と
ど
い
た
槍
園
で
す
。
下
方
の
青
は
宍
道
湖
、
図
面
折
り
た
た
み
の
線
が
の
こ
り
分
明
で

ょ
こ
一
七
二
個
）

な
い
部
分
も
出
ま
し
た
。
土
地
利
用
の
状
況
に
よ
り
彩
色
別
け
が
し
て
あ
り
、
貴
重
な
史
料
で
す
。
他
町
村
も
同
じ
こ

ろ
作
製
提
出
し
て
い
る
（
行
政
の
指
示
）
も
の
と
思
い
ま
す
。
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