
史
料
解
説

大

塚

英

二

近
江
国
水
口
宿
蓮
花
寺
所
蔵「
宿
村
庄
屋
家
業
覚
書
」に
つ
い
て

本
史
料
は
近
江
国
水
口
宿
（
現
滋
賀
県
甲
賀
市
水
口
）
の
水
口
山
蓮
花
寺
に
伝
わ
っ
た
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
は
寺
院
に
関
わ
る

も
の
で
は
な
く
、
宿
村
の
庄
屋
等
を
歴
任
に
し
た
百
姓
家
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
蓮
花
寺
旦
那
中
に
有
力
百
姓
中
村
家
（
は
じ
め

は
堀
田
氏
で
あ
っ
た
が
、
故
あ
っ
て
中
村
に
改
氏
し
た
、
し
か
し
幕
末
期
に
再
び
堀
田
氏
に
復
し
た
）
が
あ
り
、
同
家
は
近
代
に
入
り
退
転

し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
文
書
が
多
く
蓮
花
寺
文
書
と
し
て
混
入
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
蓮
花
寺
文
書
は
現
在
整
理
中
で
あ
り
、

そ
の
全
体
像
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
が
、
印
可
状
の
類
を
中
心
と
し
た
近
世
文
書
が
数
百
点
、
寺
の
家
政
関
係
を
中
心
と
し
た
近
代
文
書
が
二

千
点
ほ
ど
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
寺
講
中
関
係
文
書
が
多
く
含
ま
れ
る
ほ
か
、
検
地
帳
等
の
村
政
に
か
か
わ
る
も
の
も
何
点
か

確
認
で
き
る
。
寺
講
中
と
は
蓮
花
寺
の
事
務
�
寺
務
を
掌
る
納
所
と
は
別
に
、
旦
那
連
中
の
寺
務
に
対
す
る
後
援
活
動
を
中
心
的
に
担
う
者

た
ち
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
講
中
を
差
配
し
て
い
た
の
が
中
村
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
家
が
所
蔵
し
て
い
た
文
書
の
一
部
が
蓮
花
寺

に
伝
わ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
中
村
家
の
系
図
を
蓮
花
寺
に
残
る
過
去
帳
等
の
資
料
か
ら
再
現
す
る
と
図
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
系
図

を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
に
掲
げ
る
史
料
（
百
姓
の
イ
エ
に
か
か
わ
る
覚
書
の
類
）
を
読
ん
で
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
本
史
料
の
価
値
は
言
う

ま
で
も
な
く
近
世
の
イ
エ
に
つ
い
て
当
事
者
が
生
の
形
で
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
辺
り
を
中
心
に
紹
介
・
解
説
し
た
い
。

（
破
損
、
以
下
同
じ
）

家
の
為
身
の
為
ニ
な
ら
す
と
お
も
ひ
、
当
春
滞
留
申
見
へ
た
し
、
年
ふ
る
に
随
ひ
な
こ
り
気

足
下
養
家
へ
来

い
し

当

滞
留
申

漸
々
気
に
お

故
ニ
そ
の
あ
ら
ま
し
を
書
付
て
し
め

（
節
カ
）

し
候
、
世
俗
に
お
こ
る
者
久
か
ら
す
と
い
ひ
、
老
子
も
衿
者
不
長
と
の
給
ひ
し
、
□
倹
を
専
と
し
て
必
敬
慎
の
二
字
を
胸
に
お
く
へ
し
、

忠
言
耳
に
御
か
ふ
と
て
腹
立
給
へ
か
ら
す
、
あ
し
き
事
ハ
不
申
進
候

一



図
１

水
口
宿
碇
屋
中
村
家
系
図

二



�
一
足
下
の
養
家
ハ
代
々
百
姓
に
て
商
人
ニ
ハ
あ
ら
す
、
其
証
ハ
是
と
定
れ
る
商
売
な
し
、
爰
百
五
十
年
来
の
事
を
申
お
く
に
、
先
代
に

ハ
鯡
・
干
鰯
・
油
糟
の
類
を
商
ひ
、
先
々
代
ハ
あ
ら
も
の
ニ
肥
物
を
ま
じ
へ
、
作
徳
米
も
つ
て
酒
を
造
給
へ
り
、
其
先
々
�
四
代
先

ま
て
一
代
ハ
油
を
し
め
て
売
、
其
先
素
麺
を
引
て
商
給
ふ
と
也
、
祖
母
妙
誓
様
御
幼
稚
の
時
小
麦
の
粉
を
ひ
く
相
手
に
盲
人
を
多
く

や
と
ひ
給
候
よ
し
の
む
か
し
咄
し
を
聞
伝
へ
り
、
既
に
百
三
十
年
前
の
事
也
、
今
ハ
魚
の
納
屋
と
云
も
の
を
し
、
又
近
年
油
を
し
め

る
の
類
、
皆
一
代
限
の
商
に
て
、
先
祖
よ
り
是
と
定
れ
る
物
な
し
、
元
来
百
姓
な
れ
ハ
こ
そ
往
古
ハ
し
ら
ず
、
浄
信
様
已
来
百
七
十

年
ハ
代
々
古
城
廻
の
庄
屋
・
惣
庄
屋
・
大
庄
屋
な
と
を
か
ね
勤
め
来
れ
り
、
皆
地
方
の
役
也
、
家
大
人
惣
年
寄
を
勤
給
ふ
ハ
先
代
不

勝
手
ニ
付
田
畑
人
に
譲
給
ひ
し
後
ハ
、
所
持
高
十
が
一
に
成
た
る
故
、
地
方
の
役
ハ
不

被
仰
付
と
察
せ
ら
れ
た
り
、
全
体
町
の
役

を
不
勤
地
方
の
役
を
つ
と
め
て
百
姓
を
専
と
し
商
を
添
と
す
る
が
先
祖
よ
り
の
仕
来
り
な
り
、
商
を
主
と
し
百
姓
を
客
と
す
る
ハ
家

の
つ
と
め
に
あ
ら
す
と
心
得
給
ふ
べ
し
、
先
代
ま
て
元
方
を
勤
め
給
へ
共
、
是
ハ
町
地
に
住
て
聊
金
銀
融
通
の
出
来
る
身
上
た
る
故

の
事
也

�
一
田
畑
共
手
一
は
い
作
り
て
余
之
分
当
可
申
事
先
々
よ
り
の
家
業
也
、
家
大
人
に
田
を
作
り
給
へ
と
毎
度
す
ゝ
め
申
せ
と
も
怠
り
て
作

給
ハ
す
、
近
年
百
姓
気
に
な
り
給
ふ
、
よ
き
事
也

但
、
商
を
主
と
す
る
家
ハ
田
畑
あ
て
ら
る
ゝ
程
宛
て
、
作
人
な
き
分
不
得
止
し
て
手
作
す
る
也
、
足
下
の
家
の
職
是
に
反
せ
り

�
一
先
達
も
咄
候
通
古
城
廻
田
畑
大
道
�
東
ハ
教
円
様
御
若
年
の
時
始
て
開
発
し
、
旱
魃
の
患
な
き
様
に
池
を
堀
給
ふ
迄
に
も
功
夫
を
費

し
給
ふ
所
ゆ
へ
、
子
孫
に
至
り
て
い
か
程
貧
乏
す
る
共
不
可
売
と
遺
言
し
給
ふ
よ
し
聞
伝
へ
り
、
全
よ
き
所
と
い
ふ
故
の
義
ニ
あ
ら

す
、
天
正
落
城
の
後
荒
た
る
所
を
毛
の
付
迄
ニ
骨
を
折
給
ふ
ゆ
へ
、
か
く
ハ
い
ゝ
残
し
置
れ
し
と
な
り
、
外
の
田
畑
ハ
聊
も
い
ゝ
送

り
な
し
、
さ
す
れ
ハ
右
田
畑
ハ
先
祖
の
功
徳
恩
義
を
お
も
ひ
て
手
作
出
情
す
れ
は
、
祖
先
ハ
い
ふ
ニ
不
及
老
妣
ま
て
も
悦
ひ
給
ふ
へ

し
と
お
も
ハ
る
ゝ
也

�
一
惣
而
百
姓
の
所
業
ハ
蒔
も
の
・
植
も
の
其
季
節
を
考
へ
不
後
様
肝
要
な
り
、
旬
と
い
ふ
文
字
味
ふ
へ
し

�
一
主
人
の
身
持
ハ
明
六
時
前
よ
り
起
て
、
夫
々
の
手
当
を
し
お
き
て
、
朝
飯
を
く
い
、
火
を
懸
し
て
夕
飯
を
喰
ふ
な
り
、
自
分
鋤
鍬
を

三



と
り
て
、
下
男
下
女
同
様
働
く
を
要
と
す
べ
し

但
、
病
身
に
て
力
業
不
出
来
の
人
ハ
是
非
も
な
し
、
せ
め
て
ハ
と
も
に
ゆ
き
共
ニ
帰
り
て
其
仕
様
を
差
図
す
る
か
、
又
ハ
度
々
見

廻
り
て
惰
慢
な
か
ら
し
む
る
事
専
一
た
る
へ
し

�
一
取
得
た
る
内
、
上
米
を
年
貢
と
し
、
中
を
売
り
て
肥
代
及
ひ
年
中
の
費
用
に
償
ひ
、
下
米
或
ハ
ゆ
る
こ
な
ど
い
ふ
も
の
、
其
他
の
穀

物
を
食
す
へ
し
、
百
姓
の
作
業
と
し
て
此
三
条
の
心
得
違
ふ
人
ハ
冥
慮
に
も
不
叶
と
な
り
、
併
商
を
主
と
す
る
人
ハ
其
日
�
�
の
利

（
マ
マ
）

益
或
ハ
年
月
の
思
惟
を
め
く
ら
し
、
大
金
を
設
得
た
る
時
ハ
膏
梁
の
物
を
食
す
共
、
又
ハ
日
出
て
起
日
暮
て
寝
と
も
、
又
物
ず
き
に

耽
り
て
も
父
母
に
孝
養
を
尽
し
、
妻
子
の
扶
助
さ
へ
す
れ
は
足
る
事
也
、
百
姓
の
心
得
と
ハ
真
に
違
へ
り
、
足
下
必
商
人
の
趣
意
見

習
へ
か
ら
す
、
家
風
に
違

�
一
豆
・
小
豆
・
場
麻
・
た
は
こ
・
干
瓢
・
菜
種
惣
而
入
用
程
の
け
置
、
其
余
ハ
売
て
年
中
の
費
用
ニ
す
る
も
の
歟
、
百
姓
ハ
塩
の
外
か

ハ
ず
と
い
ふ
事
当
れ
り

�
一
む
し
ろ
・
も
つ
こ
・
縄
・
草
り
・
わ
ら
ん
し
な
ど
い
ふ
も
の
す
へ
て
の
ワ
ら
の
具
、
是
ま
た
農
事
必
用
な
れ
は
申
ニ
不
及
、
柴
・
薪

・
割
た
ば
こ
・
結
髪
・
か
こ
い
か
き
・
さ
ゝ
ら
・
す
り
こ
木
の
類
、
或
ハ
損
し
も
の
ゝ
繕
す
へ
て
手
に
か
な
ひ
候
程
の
事
ハ
銭
を
出

し
て
人
に
さ
せ
る
者
に
あ
ら
す
、
自
身
不
出
来
の
品
の
ミ
買
調
て
、
其
余
ハ
見
苦
敷
と
も
手
細
工
た
る
へ
し
、
商
人
ハ
交
易
か
主
な

れ
ハ
意
も
ま
た
違
へ
り
、
余
ハ
準
知
す
べ
し

�
一
落
穂
を
は
し
め
豆
・
小
豆
・
麦
已
下
木
の
き
れ
、
縄
の
は
し
、
紙
く
ず
ニ
至
ま
で
何
ニ
て
も
す
た
れ
る
も
の
ハ
拾
ひ
あ
ぐ
べ
し
、
聊

の
品
た
り
共
、
ミ
だ
り
に
土
ニ
す
べ
か
ら
す
、
た
と
ひ
隙
が
い
る
と
も
、
物
か
ハ
す
と
も
、
ひ
ろ
い
あ
ぐ
る
ハ
天
理
に
か
な
へ
り
、

古
へ
の
美
談
青
砥
左
衛
門
之
な
せ
り
、
川
の
銭
に
て
知
べ
し
、
穀
物
を
こ
ぼ
し
、
或
ハ
平
生
食
す
べ
き
も
の
を
洗
流
し
な
ど
す
る
類
、

尤
罪
を
受
事
の
一
ツ
な
り
、
百
姓
ハ
冥
加
の
よ
き
も
の
と
人
の
い
ゝ
し
ハ
さ
る
事
也

�
一
身
の
廻
平
常
麁
服
を
着
る
商
人
か
羽
織
を
着
る
な
ら
ば
、
百
姓
ハ
ど
ん
ざ
と
い
ふ
も
の
下
駄
の
は
な
を
も
竹
皮
た
る
へ
し
、
蛇
の
目

傘
一
切
不
可
用

四



�
一
よ
ミ
か
き
算
盤
必
用
之
芸
一
日
も
な
く
ん
ハ
有
べ
か
ら
す
、
然
と
も
家
業
を
闕
て
習
ふ
に
及
ハ
ず
、
卯
ニ
起
亥
に
臥
人
の
常
な
り
、

昔
よ
り
い
ふ
、
子
に
臥
し
寅
に
お
き
て
学
ハ
ん
と
す
る
、
芸
に
心
を
用
へ
し
、
一
年
丸
ノ
七
百
二
十
時
、
塵
積
て
山
、
年
経
て
年
ニ

な
る
、
怠
べ
か
ら
さ
る
こ
と
な
り
、
百
姓
に
ハ
夏
分
午
睡
と
い
ふ
も
の
有
、
是
ハ
大
に
働
き
身
の
疲
を
休
む
る
事
に
て
、
格
別
ニ
平

（
マ
マ
）

生
骨
折
さ
る
も
の
ハ
人
の
午
睡
の
間
に
物
を
稽
古
す
べ
し
、
た
と
ひ
子
に
臥
寅
に
お
き
づ
と
も
責
て
ハ
其
内
一
時
を
稽
古
の
間
と
す

べ
き
歟
、
惣
而
遊
芸
な
ぐ
さ
み
等
ニ
百
日
を
費
ス
ハ
、
有
録
の
人
か
、
又
ハ
家
と
く
の
多
く
繁
る
も
の
か
、
所
謂
豊
と
い
ふ
人
の
事

な
る
べ
し
、
稍
く
ニ
今
日
を
送
る
も
の
、
或
ハ
借
財
を
負
て
其
工
面
ニ
心
を
遣
ふ
も
の
ゝ
如
此
ハ
笑
べ
き
に
た
へ
た
り

�
一
火
の
元
自
身
見
廻
事
肝
要
な
り
、
そ
れ
も
か
た
く
ば
召
仕
も
の
ニ
心
を
添
へ
し
、
物
こ
と
に
付
敬
の
字
忘
る
べ
か
ら
す
、
敬
ハ
う
や

ま
ふ
と
い
ふ
意
よ
り
も
大
切
に
す
る
気
味
古
書
ニ
多
し
、
惣
而
行
儀
作
法
慎
ミ
、
不
礼
・
不
躾
な
き
様
に
心
得
、
家
業
を
専
ら
し
給

ふ
べ
し

野
生
三
十
七
歳
迄
在
京
、
稽
古
こ
と
是
迄
咄
し
也
、
夏
夜
ハ
大
体
机
に
も
た
れ
て
明
し
け
り
、
養
家
に
螟
蛉
し
て
後
ハ
廃
学
の
ミ
な

ら
す
芸
事
丸
ニ
止
た
り
、
い
か
ゝ
な
れ
ば
寡
君
大
借
財
、
親
族
袖
乞
多
く
、
一
通
り
倹
約
な
ど
し
て
ハ
小
補
も
不
足
、
年
中
の
鍛
練
、

中
ニ
稽
古
慰
ミ
所
に
て
ハ
ち
か
く
候
、
前
ニ
い
ふ
出
来
る
程
の
こ
と
ハ
手
細
工
と
申
ハ
、
繕
普
請
す
る
ニ
も
壁
ハ
手
ぬ
り
、
惣
而
木

わ
り
・
柴
か
り
迄
人
ニ
さ
せ
す
、
十
兵
衛
入
家
の
後
、
木
わ
り
・
割
た
ば
こ
の
類
す
べ
て
力
を
用
る
事
ハ
同
人
に
托
す
れ
共
、
其
余

物
こ
と
成
ほ
と
ハ
い
ま
も
手
細
工
也
、
あ
な
か
ち
銭
を
お
し
む
に
あ
ら
す
、
薄
録
の
身
と
し
て
自
身
出
来
る
こ
と
を
人
ニ
さ
せ
る
ハ

お
ご
り
に
近
き
ゆ
へ
也
、
毎
度
申
入
之
通
人
ハ
父
母
ニ
孝
養
し
、
妻
に
扶
持
す
る
事
か
身
の
要
也
、
縦
令
商
人
た
り
共
現
銀
交
易
な

れ
は
、
よ
ミ
か
き
算
盤
も
い
ら
ぬ
も
の
と
人
も
い
ゝ
し
か
尤
な
り
、
し
か
し
乍
人
と
し
て
あ
ま
り
文
盲
手
づ
つ
な
る
を
よ
い
と
い
ふ

に
ハ
あ
ら
す
、
右
述
る
通
、
人
の
寝
て
い
る
夜
と
休
む
間
と
を
考
へ
、
稽
古
し
て
も
足
る
事
也
、
足
下
も
是
を
学
ひ
て
身
持
を
か
た

く
、
正
直
心
を
守
之
、
渡
世
を
第
一
と
心
得
給
へ
し
、
世
に
い
ふ
商
人
気
を
よ
い
事
と
お
も
ひ
給
ふ
へ
か
ら
す
、
余
ハ
毎
々
申
述
候

通
お
も
ひ
出
し
て
必
用
ひ
給
へ
し
、
損
の
い
か
ぬ
事
也

（
注
…
丸
数
字
・
傍
線
筆
者
）

五



本
史
料
は
、
便
宜
上
、
前
書
き
部
分
と
一
二
ヶ
条
の
条
文
（
一
つ
書
き
部
分
）
及
び
後
書
き
と
に
分
け
た
。
傍
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
は
、

系
図
と
対
照
さ
せ
こ
の
史
料
を
い
か
に
読
み
解
く
か
と
い
う
点
で
重
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
覚
書
の
作
者
は
「
妙
誓
」
を
祖

母
と
し
て
い
る
人
物（
妙
誓
の
孫
）で
あ
る
か
ら
、
系
図
よ
り
七
代
目
の
養
子
と
し
て
中
村
家
に
入
っ
た
八
代
目
碇
屋
与
七
と
断
定
で
き
る
。

よ
っ
て
、
そ
の
没
年
か
ら
、
本
史
料
の
成
立
年
代
は
だ
い
た
い
天
保
期
（
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
）
と
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
史
料
は

近
世
後
期
に
水
口
宿
中
島
町
の
碇
屋
与
七
（
中
村
市
郎
右
衛
門
家
）
が
家
族
と
子
孫
へ
書
き
残
し
た
覚
書
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
前
書
き
部
分
は
破
損
が
多
く
、
判
読
が
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
が
、
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
即
ち
、「
足
下
」（
お

前
の
意
味
で
自
分
の
跡
継
ぎ
）
に
対
し
て
、
養
子
と
し
て
中
村
家
に
入
っ
た
与
七
が
老
境
の
い
ま
家
の
た
め
に
や
や
耳
障
り
な
こ
と
を
言
う

が
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
よ
く
聞
い
て
お
け
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
な
こ
と
は
倹
約
と
慎
み
で
あ
る
。

以
下
、
逐
条
的
に
見
て
い
こ
う
。
第
一
条
は
中
村
家
が
も
と
も
と
商
人
な
の
か
農
人
な
の
か
を
突
き
詰
め
て
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

本
史
料
中
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
与
七
は
、
中
村
家
は
代
々
百
姓
で
あ
っ
て
商
人
で
は
な
い
と
最
初
に
述
べ
、
そ
の
あ

と
に
証
拠
と
し
て
、
家
と
し
て
定
ま
っ
た
商
売
は
な
い
と
し
、
自
分
ま
で
一
五
〇
年
ほ
ど
を
見
て
も
、
先
代
は
ニ
シ
ン
や
干
鰯
、
油
糟
な
ど

の
商
い
を
し
て
い
た
が
、
先
々
代
（
六
代
目
市
郎
右
衛
門
で
法
名
は
浄
誓
、
明
和
五
年
に
七
三
歳
で
没
し
て
い
る
）
は
あ
ら
も
の
（
日
常
的

な
家
庭
用
品
）
と
肥
料
を
合
わ
せ
て
扱
い
、
酒
造
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
先
々
代
か
ら
四
代
先
ま
で
は
、
油
を
し
め
て
売

っ
た
り
、
素
麺
を
挽
い
て
商
っ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
祖
母
の
妙
誓
（
俗
名
お
初
）
の
昔
語
り
が
出
て
き
て
、
彼
女
の
幼
少
期
に
は
盲
人
を
多
く
雇
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
一
三

〇
年
ほ
ど
前
（
推
定
宝
永
年
中
、
一
七
〇
〇
年
代
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
魚
の
納
屋
（
魚
介
類
の
問
屋
か
）
を
し
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
一
代
限
り
の
商
売
で
あ
る
と
い
う
。
よ
っ
て
、
先
祖
か
ら
こ
れ
と
い
っ
て
決
ま
っ
た
商
売
�
家
業
は
な
く
、
も
と
も
と
「
百
姓
」
な
の

で
あ
り
、
結
果
と
し
て
浄
信
様
（
即
ち
四
代
目
市
郎
右
衛
門
で
、
宝
永
六
年
七
六
歳
で
没
）
以
来
一
七
〇
年
ほ
ど
代
々
古
城
廻
地
域
の
庄
屋

・
惣
庄
屋
・
大
庄
屋
職
を
兼
ね
て
勤
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
役
職
は
み
な
「
地
方
の
役
」
で
あ
る
。
先
代
か
ら
「
惣
年
寄
」
を
勤
め
て

い
る
が
、
こ
れ
は
先
代
の
と
き
に
勝
手
向
き
が
悪
く
な
り
田
畑
を
人
に
譲
っ
て
所
持
高
が
一
〇
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
地
方（
じ
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か
た
）
�
村
方
の
役
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
村
方
役
人
は
年
貢
立
替
業
務
な
ど
を
行
う
た
め
に
経
済
的
余
力

の
大
き
い
者
が
就
任
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
り
、
経
済
的
に
零
落
し
た
中
村
家
は
そ
の
職
を
解
か
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

与
七
の
言
に
よ
れ
ば
、
先
祖
か
ら
同
家
は
町
の
役
に
は
就
か
ず
村
方
の
役
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
百
姓
と
し
て
の
存
在
の
仕
方
が
主
で

あ
っ
て
、
商
人
と
し
て
の
あ
り
方
は
「
添
」
�
従
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
百
姓
」
�
農
人
を
「
客
」
�
従
と
す
る
心
得
を
有
し
て

は
な
ら
な
い
と
厳
に
戒
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
先
代
ま
で
宿
町
の
「
元
方
」
�
財
政
担
当
の
役
職
を
勤
め
て
い
た
の
は
、
町
地
に
暮
ら

し
て
い
て
い
さ
さ
か
で
も
金
銀
融
通
が
で
き
る
身
上
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。

以
上
の
与
七
の
説
明
は
、
小
さ
な
「
城
下
町
」
で
あ
り
宿
場
町
で
あ
る
水
口
に
在
す
る
中
村
家
の
微
妙
な
立
ち
位
置
を
示
し
て
い
る
が
、

本
来
、
中
村
氏
の
暮
ら
す
中
島
町
は
宿
場
に
あ
っ
て
城
下
町
の
町
続
き
地
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
宿
場
の
役
も
こ
な
す
け
れ

ど
も
、
本
来
は
宿
場
と
そ
の
周
辺
の
耕
地
を
所
有
す
る
「
百
姓
」（
厳
密
な
意
味
で
の
「
町
人
」
で
は
な
い
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意
識
こ
そ
中
村
家
と
し
て
は
重
要
だ
と
家
人
（
お
よ
び
子
孫
）
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
条
は
地
主
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
所
持
地
の
う
ち
手
作
り
を
十
分
に
行
い
、
そ
れ
で
手
余
り
と
な

っ
た
分
に
つ
い
て
「
当
」
�
宛
作
（
小
作
）
に
出
す
こ
と
が
基
本
だ
と
し
て
い
る
。
与
七
は
「
家
大
人
」
に
常
々
田
を
作
る
よ
う
進
言
し
て

き
た
が
、
先
代
は
怠
け
て
農
業
を
行
わ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
は
「
百
姓
気
」
即
ち
、
百
姓
と
し
て
の
あ
り
方
が
基
本
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
よ
い
こ
と
だ
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
与
七
は
非
常
に
柔
軟
な
考
え
方
を
し
て
お
り
、
現
在
の
中
村
家
（
堀
田
家
）
の

経
営
状
態
は
措
く
と
し
て
、
イ
エ
と
し
て
そ
の
時
代
の
経
営
が
商
業
中
心
で
あ
れ
ば
、
所
持
地
は
可
能
な
限
り
小
作
に
出
し
、
作
人
が
足
り

な
く
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
手
作
り
を
行
う
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

第
三
条
は
、
イ
エ
の
所
持
地
の
由
緒
と
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
古
城
廻
り
（
大
岡
寺
よ
り
南
東
の
地
か
、
図
２
参

照
）
の
田
畑
で
大
道
（
�
東
海
道
）
よ
り
東
は
「
教
円
様
」
即
ち
寛
文
元
年
没
の
三
代
目
市
郎
右
衛
門
が
若
い
時
（
推
定
一
六
三
〇
年
代
）

に
開
発
し
た
土
地
で
あ
り
、
旱
魃
な
ど
の
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
資
財
を
傾
け
て
用
水
池
を
作
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
子
孫

が
い
か
に
困
窮
し
よ
う
と
も
売
り
払
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
遺
言
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
土
地
は
決
し
て
良
い
土
地
と
い
う
わ
け
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で
は
な
く
、「
天
正
」
期
の
落
城
（
こ
れ
は
慶
長
五
年
、
一
六
〇
〇
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
け
る
落
城
と
誤
解
か
）
の
後
、
荒
れ
て
い
た

土
地
を
作
物
が
実
る
ま
で
に
骨
折
し
た
過
去
を
大
切
に
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
遺
言
が
残
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
以
外
の
土
地

に
つ
い
て
は
全
く
言
い
送
り
は
な
い
と
し
て
、
古
城
廻
り
の
土
地
を
先
祖
の
「
功
徳
恩
義
」
を
思
っ
て
守
り
手
作
り
す
る
こ
と
が
い
か
に
大

切
で
あ
る
か
示
し
て
い
る
。
近
世
の
地
域
社
会
に
は
草
分
け
百
姓
的
な
有
力
百
姓
の
存
在
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
村
家
も
そ
の
よ
う

な
性
格
を
持
つ
百
姓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
イ
エ
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
再
開
発
地
と
し
て
の
「
古
城
廻
り
」
な
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
蓮
花
寺
文
書
中
に
は
延
宝
七
年
の
「
水
口
美
濃
部
村
検
地
帳
」
の
古
城
廻
分
の
抜
書
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
中
村
家
が
自
ら
の

所
持
地
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
特
に
抜
書
を
作
成
し
て
お
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
史
料
紹
介

延
宝
七
年

江
州
甲
賀
郡
美
濃
部
水
口
村
古
城
廻
御
検
地
帳
抜
書
」『
愛
知
県
立
大
学
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
日
本
文
化
専
攻
編
第
三
号
、
二
〇
一
二

年
、
参
照
）。

第
四
条
は
、
百
姓
一
般
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
で
、
作
付
・
仕
付
の
時
期
を
考
え
、
遅
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
い
る
。

「
旬
と
い
ふ
文
字
」
を
味
わ
う
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
味
わ
い
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。

第
五
条
で
は
、
豪
農
の
家
長
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
一
家
の
主
は
朝
六
時
前
よ
り
起
き
て
、
い
ろ
い
ろ
と
家
業
の
準
備
を
し

て
お
き
、
そ
れ
か
ら
朝
飯
を
食
べ
る
と
い
う
。
夕
食
に
お
い
て
は
火
を
自
ら
焚
く
と
い
う
。
農
作
業
で
は
、
自
分
で
鋤
・
鍬
を
取
っ
て
先
頭

に
立
ち
、
下
男
や
下
女
同
様
に
働
く
こ
と
が
肝
要
だ
と
し
て
い
る
。
商
業
的
活
動
が
あ
る
に
せ
よ
、
農
人
と
し
て
の
経
営
か
ら
の
遊
離
を
常

に
心
配
し
た
物
言
い
で
あ
る
。
農
業
の
現
場
を
大
切
に
し
、
病
を
得
て
現
業
労
働
が
で
き
な
く
て
も
、
下
男
た
ち
と
現
場
に
立
っ
て
仕
事
を

指
図
す
る
か
、
見
回
っ
て
経
営
内
の
者
が
怠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導
せ
よ
と
し
て
い
る
。

第
六
条
で
は
、
百
姓
の
年
貢
負
担
義
務
の
心
得
と
商
人
と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
収
納
物
の
う
ち
上
質
の
米
を
年
貢
と

し
て
出
し
、
中
程
度
の
も
の
を
売
っ
て
肥
料
代
や
日
常
の
生
活
費
用
分
を
稼
ぎ
、
質
の
悪
い
米
や
そ
れ
以
外
の
穀
物
を
食
用
に
充
て
る
よ
う

に
せ
よ
と
し
て
い
る
。
百
姓
と
し
て
以
上
の
心
得
が
な
い
場
合
は
、
冥
慮
、
即
ち
仏
や
神
か
ら
の
有
り
難
い
思
召
し
も
な
い
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
商
い
を
主
と
す
る
人
は
そ
れ
と
は
対
照
的
だ
と
す
る
。
彼
ら
は
日
々
の
利
益
や
将
来
設
計
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
大
金
を
儲
け
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た
場
合
に
は
脂
の
乗
っ
た
贅
沢
な
も
の
を
食
べ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
日
の
出
の
後
に
起
き
て
日
が
暮
れ
た
ら
寝
て
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る（
百

姓
が
日
の
出
前
に
起
き
日
没
後
に
夜
な
べ
し
て
働
く
の
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
か
）。
ま
た
、
物
好
き
に
耽
っ
た
と
し
て
も
、
父
母
に
孝
養

を
尽
く
し
妻
子
の
扶
助
を
し
て
い
れ
ば
、
人
と
し
て
足
り
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
百
姓
の
心
得
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
商

人
の
あ
り
方
を
見
習
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
ら
が
家
風
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
七
条
で
は
、
百
姓
の
農
作
物
で
の
自
給
的
な
暮
ら
し
を
推
奨
し
て
い
る
。
即
ち
、
百
姓
は
豆
類
は
も
ち
ろ
ん
、
衣
料
用
の
麻
を
作
る
ほ

か
、
煙
草
、
干
瓢
、
菜
種
な
ど
大
抵
の
も
の
は
自
給
し
、
そ
れ
ら
か
ら
必
要
な
も
の
を
除
い
て
、
余
っ
た
も
の
を
販
売
し
て
日
用
の
費
用
に

充
て
る
と
い
う
。
ま
さ
に
、
百
姓
は
塩
以
外
は
ほ
と
ん
ど
自
給
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
実
際
は
自
己
矛
盾
し
て

い
る
。
百
姓
は
塩
以
外
は
買
わ
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
余
剰
生
産
物
を
売
却
し
た
代
価
を
他
の
費
用
に
充
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
に
別
の
何
か
を
購
入
す
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
百
姓
は
大
地
か
ら
必
要
な
も
の
の
大
半
を
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
を
与
七
は
示
し
た
の
で
あ
る
。

第
八
条
は
、
前
条
と
同
様
に
、
生
活
と
生
産
に
必
要
な
物
品
を
自
給
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
用
具
と
し
て
の
莚
・

も
っ
こ
・
縄
・
草
履
・
草
鞋
な
ど
農
事
に
不
可
欠
な
藁
製
品
は
言
う
ま
で
も
な
く
手
作
り
�
自
給
す
る
が
、
さ
ら
に
「
柴
・
薪
・
割
た
ば
こ

・
結
髪
・
か
こ
い
か
き
・
さ
ゝ
ら
・
す
り
こ
木
の
類
」
や
壊
れ
た
も
の
の
修
繕
も
す
べ
て
手
作
業
で
で
き
る
も
の
は
、
お
金
を
出
し
て
人
に

任
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
自
分
の
手
で
な
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
だ
け
買
い
調
え
て
、
そ
れ
以
外
は
た
と
え
見
苦
し
く
と
も
自
分
で

細
工
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
交
易
を
主
と
す
る
商
人
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
こ
と
も
こ
れ
に
準

じ
て
推
し
量
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

第
九
条
で
は
、
倹
約
と
も
の
を
大
切
に
す
る
心
が
け
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
稲
の
落
穂
拾
い
を
は
じ
め
、
豆
類
や
麦
以
下
棒
切

れ
、
縄
の
端
切
れ
、
紙
く
ず
に
至
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
捨
て
て
あ
る
も
の
を
拾
い
上
げ
よ
と
い
う
。
わ
ず
か
の
も
の
で
あ
っ
て

も
み
だ
り
に
土
に
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
い
、
た
と
え
手
間
が
か
か
っ
て
も
、
物
品
を
買
わ
ず
に
済
ま
せ
、
拾
っ
て
用
い
る
の
は
天
理
に

か
な
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
青
砥
左
衛
門
の
美
談
が
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
役
人
青
砥
は
夜
間
に
外
出
し
、
そ
の

一
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途
中
で
川
に
一
〇
文
の
銭
を
落
と
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
五
〇
文
の
出
費
を
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
青
砥
に
と
っ
て
大

い
な
る
無
駄
�
損
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
彼
は
一
〇
文
を
放
置
す
れ
ば
そ
の
銭
は
永
久
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
自

体
損
害
で
あ
る
。
そ
こ
に
五
〇
文
を
投
入
し
て
も
そ
れ
は
商
人
の
手
元
な
ど
社
会
に
回
転
し
た
の
で
、
決
し
て
全
体
と
し
て
は
損
失
と
は
な

ら
な
い
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
美
談
は
、
手
間
が
か
か
っ
て
も
無
駄
と
思
わ
ず
社
会
的
財
を
大
切
に
す
る
と
い
う
教
訓
を
述
べ
た
も
の
で

あ
り
、
与
七
が
物
語
や
芝
居
で
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
た
論
理
を
巧
み
に
自
ら
の
節
倹
・
自
給
思
想
と
つ
な
げ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
の

う
え
で
、
穀
物
を
こ
ぼ
し
た
り
、
普
段
の
食
材
を
洗
い
流
し
て
し
ま
う
な
ど
の
行
為
は
罪
を
受
け
る
べ
き
行
い
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

与
七
の
論
理
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
無
駄
な
く
生
き
ら
れ
る
百
姓
こ
そ
「
冥
加
の
よ
き
も
の
」
即
ち
、
神
仏
か
ら
の
恵
み
を
与
え
ら
れ
る

存
在
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
〇
条
で
は
、
先
の
条
文
と
同
じ
よ
う
に
倹
約
を
奨
め
て
い
る
。
即
ち
、
通
常
平
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
商
人
が
羽
織
を
着
る
の
で
あ

れ
ば
、
百
姓
は
「
ど
ん
ざ
」
つ
ま
り
ボ
ロ
や
古
綿
で
で
き
た
綿
入
れ
の
着
物
を
身
に
つ
け
、
下
駄
の
鼻
緒
は
竹
皮
で
よ
い
と
し
、
蛇
の
目
傘

は
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
一
一
条
は
、
百
姓
の
学
び
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ほ
か
の
条
文
と
や
や
趣
を
異
に
す
る
が
、
節
倹
の
精
神
と
通
じ
る
と
こ
ろ
も
見
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
学
ぶ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
読
み
書
き
・
算
盤
は
不
可
欠
の
能
力
で
あ
り
、

そ
れ
が
な
く
て
は
一
日
も
暮
ら
し
て
い
け
な
い
。
し
か
し
、
家
業
の
時
間
を
削
っ
て
ま
で
学
ぶ
必
要
は
な
い
。
卯
の
刻
、
即
ち
朝
六
時
に
起

き
て
亥
の
刻
、
即
ち
夜
十
時
に
寝
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
午
前
〇
時
に
就
寝
し
朝
四
時
に
起
床
し
て
学

習
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
学
芸
に
心
を
用
い
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
年
で
合
計
七
二
〇
時
、
即
ち
一
四

四
〇
時
間
も
学
習
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
塵
も
積
っ
て
山
と
な
る
よ
う
に
、
年
を
経
て
い
け
ば
丸
々
一
年
間
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
と
い

う
。
怠
け
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
百
姓
の
生
活
で
は
夏
季
の
暑
い
時
分
に
は
午
睡
（
昼
寝
）
が
一
般
的
に
行
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
厳
し
い
労
働
を
し
た
者
が
そ
の
疲
れ
を
取
る
の
に
役
立
つ
が
、
通
常
あ
ま
り
厳
し
い
労
働
を
し
て
い
な
い
者
は
、
他
の
人
々
が
午
睡

し
て
い
る
間
に
学
芸
の
稽
古
を
す
べ
き
だ
と
い
う
。
た
と
え
午
前
〇
時
に
寝
て
朝
四
時
に
起
き
な
く
と
も
、
せ
め
て
午
睡
の
間
の
一
時
を
稽

一
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古
に
用
い
る
べ
き
と
す
る
。
全
体
と
し
て
、
遊
芸
や
慰
み
事
に
一
〇
〇
日
も
費
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
給
与
を
多
く
も
ら
っ
て
い
る
も
の

か
、
家
の
財
産
が
多
く
あ
る
も
の
か
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
豊
か
な
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と
か
日
々
を
暮
ら
し
て
い
る
も
の
や
借
財
を

抱
え
て
そ
の
工
面
に
腐
心
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
う
し
た
時
間
の
使
い
方
を
し
て
い
た
ら
笑
い
ご
と
で
あ
る
と
い
う
。
中
村
家
は
も
と
も
と

は
非
常
に
富
裕
な
百
姓
家
で
あ
っ
た
が
、
与
七
の
段
階
で
は
経
営
を
縮
小
し
て
き
て
お
り
、
借
財
も
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
学
び
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
二
条
は
条
文
の
最
後
に
な
る
が
、
火
の
用
心
と
行
儀
作
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
火
の
元
は
自
分
自
身
で
の
見
廻
り
が
肝
要
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
召
仕
の
者
に
き
ち
ん
と
言
い
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
物
事
で
は
人
を
敬
う
気
持
ち
が

大
切
で
あ
り
、「
敬
」
の
字
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
敬
う
と
は
も
と
も
と
尊
敬
と
い
う
意
味
よ
り
も
大
切
に
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
全
体
と
し
て
、
慎
み
あ
る
行
儀
作
法
を
な
し
、
不
礼
や
不
躾
が
な
い
よ
う
心
得
て
、
家
業
を
専
ら
に
行
え
と
い
う

の
で
あ
る
。

最
後
は
一
つ
書
で
は
な
く
、
全
体
を
総
括
す
る
よ
う
な
文
章
で
結
ば
れ
て
お
り
、
中
村
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
て
き
た
与
七
が
ど
の
よ
う

に
暮
ら
し
て
き
て
、
な
に
ゆ
え
こ
の
覚
書
を
書
く
に
至
っ
た
か
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
与
七
は
三
七

歳
ま
で
京
都
に
い
て
学
芸
に
励
ん
で
い
て
、
夏
の
夜
な
ど
は
文
机
に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
夜
を
明
か
し
た
。
し
か
し
、
中
村
家
に「
螟
蛉
」

�
養
子
に
入
っ
て
か
ら
は
学
問
を
や
め
た
だ
け
で
な
く
、
芸
事
も
す
べ
て
止
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
中
村
家
に
は
借
財
が
た
く
さ
ん
あ
り
、

親
族
の
う
ち
に
は
袖
乞
い
�
物
乞
い
を
す
る
者
も
い
て
、
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
倹
約
だ
け
し
て
い
て
は
ほ
と
ん
ど
補
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
日
常
は
鍛
錬
（
厳
し
い
労
働
の
こ
と
か
）
し
て
い
る
の
で
、
学
芸
の
稽
古
は
慰
め
ら
れ
る
も
の
だ
。
自
分
で
で
き
る
範
囲
の
こ
と

は
手
細
工
で
す
る
こ
と
と
し
、
繕
い
普
請
な
ど
の
壁
塗
り
も
自
ら
行
い
、
だ
い
た
い
木
割
り
や
芝
刈
り
も
他
人
に
は
さ
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

十
兵
衛
（
系
図
の
九
代
目
市
郎
右
衛
門
）
が
婿
に
入
っ
て
く
れ
て
か
ら
は
、
木
割
り
や
割
た
ば
こ
（
作
業
の
内
容
不
明
）
な
ど
力
仕
事
は
十

兵
衛
に
託
す
よ
う
に
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
今
で
も
自
分
で
細
工
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
銭
を
惜
し
ん
で
の
こ
と
で

は
な
い
。
稼
ぎ
の
少
な
い
者
が
自
分
で
で
き
る
こ
と
を
他
人
に
さ
せ
る
こ
と
は
驕
り
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
何
度
も
言
い
聞
か
せ
て
い
る
通
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り
、
父
母
に
孝
養
し
妻
を
扶
持
す
る
こ
と
が
我
が
身
と
し
て
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
商
売
人
で
あ
っ
て
も
現
金
を
や
り
取
り
す
る
な

ら
読
み
書
き
や
算
盤
の
技
能
は
い
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
文
字
を
知
ら
ず
拙
い
も
の
を
よ
い
と
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
の
人
が
寝
て
い
る
間
と
休
ん
で
い
る
間
に
学
芸
の
稽
古
を
し
て
も
足
り
る
の
で
あ
る
。
お
前

も
こ
の
こ
と
を
学
ん
で
身
持
ち
を
固
く
し
て
正
直
な
心
を
持
っ
て
渡
世
す
る
こ
と
を
第
一
と
心
掛
け
よ
。
世
間
で
い
う
商
人
と
し
て
の
気
持

ち
を
持
つ
こ
と
を
よ
し
と
す
る
な
。
私
（
与
七
）
の
述
べ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
用
い
る
よ
う
に
す
れ
ば
損
は
し
な
い
は
ず
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

一
般
に
、
近
世
期
の
百
姓
は
単
純
な
農
業
民
と
い
う
の
で
は
な
く
、
商
売
の
心
得
を
も
っ
て
経
営
に
あ
た
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し
た
目

利
き
や
気
分
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
逆
の
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
商
品
生
産
・
貨
幣

経
済
が
非
常
に
進
展
し
て
い
る
畿
内
近
国
近
江
に
お
い
て
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は

中
村
家
の
経
営
状
態
の
悪
化
で
あ
ろ
う
。
史
料
中
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
同
家
は
も
と
も
と
商
人
的
百
姓（
農
民
）で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

与
七
が
養
子
に
入
っ
た
段
階
で
非
常
に
困
難
な
経
営
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
乗
り
切
る
た
め
に
必
要
な
意
識
と
し
て
、
商
人
で
あ
る
こ
と

で
は
な
く
百
姓
�
農
人
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
意
識
の
変
革
を
も
た
ら
し
、
経
営
立
て
直
し
に
当
た
ろ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
お
そ
ら
く
中
村
家
が
水
口
宿
で
商
人
的
性
格
を
払
拭
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

逆
に
農
人
と
し
て
の
性
格
を
前
面
に
掲
げ
る
こ
と
で
、
節
倹
と
自
給
す
る
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
、
経
営
立
て
直
し
の
一
助
と
す
る
ね
ら
い
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
当
該
史
料
の
公
開
を
快
く
了
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
蓮
花
寺
住
職
久
我
義
範
氏
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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