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は
じ
め
に

若
狭
遠
敷
郡
太
良
荘
は
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
荘
園
の
変
化
を
具
体
的

に
知
る
こ
と
の
で
き
る
荘
園
で
あ
り
、
網
野
善
彦
氏
の
魅
力
的
な
研
究
が
あ
る

こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
�う

。
私
も
網
野
氏
や
山
本
隆
志
�氏

に
学
び
な
が
ら
、

太
良
荘
に
つ
い
て
、
開
発
領
主
の
子
孫
の
公
文
雲
厳
の
領
主
制
、
荘
民
が
以
後

七
代
に
わ
た
る
忠
節
を
誓
っ
た
と
い
う
預
所
定
宴
と
そ
の
子
孫
の
支
配
、
検
注

に
よ
る
領
家
方
の
再
編
成
を
と
も
な
っ
て
始
め
ら
れ
た
得
宗
地
頭
期
の
領
家
方

支
配
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
�た

。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
太
良
荘
に
お
け
る
公
文
の

支
配
、
預
所
の
支
配
、
さ
ら
に
は
得
宗
支
配
期
の
領
家
支
配
は
、
そ
の
展
開
過

程
の
な
か
で
本
来
の
歴
史
的
性
格
を
弱
め
て
い
く
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
思
う
。

本
稿
で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
南
北
朝
期
の
地
頭
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

網
野
氏
は
南
北
朝
期
末
に
は
太
良
荘
を
支
配
す
る
供
僧
が
「
現
地
の
実
状
の

変
化
に
即
し
て
体
制
を
改
変
し
て
い
く
意
欲
と
力
を
ほ
と
ん
ど
失
い
、
安
定
し

た
一
定
の
得
分
を
確
保
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
」
よ
う
に
な
り
、「
そ
の
意
味

で
荘
園
公
領
制
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
明
ら
か
に
停
滞
期
に
入
っ
た
」
と
さ
れ

て
い
�る

。
氏
は
そ
れ
と
対
応
し
て
代
官
・
公
文
が
実
務
家
と
し
て
の
性
格
を
強

め
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
�が

、
そ
の
こ
と
を
地
頭
方
に
つ
い
て
国
人
代
官

と
の
対
比
に
お
い
て
、
寺
僧
地
頭
代
官
の
「
給
主
」
化
を
具
体
例
と
し
て
検
討

し
て
み
た
い
。

も
う
ひ
と
つ
本
稿
が
地
頭
方
に
注
目
す
る
理
由
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
網

野
氏
が
「
い
わ
ば
「
太
良
荘
地
頭
方
」
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
荘
園
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
�に

、
地
頭
方
は
領
家
方
と
は
違
う
編
成
と
支
配
の
原
則
に

よ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
地
頭
得
宗
の
滅
亡
後
の
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

に
東
寺
は
後
醍
醐
天
皇
よ
り
そ
の
地
頭
職
を
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
在
地

領
主
と
捉
え
う
る
地
頭
の
支
配
権
を
東
寺
の
供
僧
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
継
承
し
、

変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題

と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
領
家
方
と
異
な
る
地
頭
方
の
支
配
原
則
と
は
何
か
を
、

最
初
に
お
お
ま
か
に
で
も
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

主
要
な
耕
地
を
名
に
編
成
し
て
、
そ
こ
か
ら
年
貢
・
公
事
を
徴
収
す
る
と
い

う
こ
と
が
荘
園
支
配
の
中
心
線
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
領
家
方
は
こ
う
し
た

中
心
線
を
持
つ
と
い
え
る
。
対
し
て
地
頭
方
の
基
本
的
な
支
配
地
は
地
頭
田
四

町
五
段
一
六
〇
歩
と
馬
上
免
五
町
で
あ
る
。
地
頭
田
は
本
来
の
久
珍
名
に
百
姓

か
ら
奪
っ
た
二
名
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
衙
台
帳
上
で
は
地
頭
給
は
三

町
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
（
ユ
一
二
、
一－

七
二
�号

）。
馬
上
免
は
薬
師
堂

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
に
つ
い
て
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維
持
の
た
め
に
畠
を
買
い
集
め
た
も
の
が
水
田
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
承

久
の
乱
の
時
地
頭
が
押
領
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
衙
台
帳
上
に
は
現
れ
な
い

田
地
で
あ
っ
た
。
一
〇
町
近
く
の
地
頭
方
所
領
の
う
ち
三
町
し
か
国
衙
台
帳
に

現
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
地
頭
方
所
領
の
私
的
な
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

領
家
方
が
名
田
支
配
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
頭
方
は
散
田
支
配
で
あ
り
、
正
安

四
年
（
一
三
〇
二
）
の
得
宗
検
注
の
と
き
に
は
地
頭
田
の
う
ち
に
九
段
一
一
〇

歩
の
手
作
地
が
あ
っ
た
（
リ
二
七－

二
、
二－

一
一
七
号
）。
地
頭
は
ま
た
領

家
支
配
の
中
心
線
か
ら
外
れ
る
多
様
な
人
を
支
配
の
対
象
と
し
て
掌
握
し
て
い

た
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
山
畠
を
耕
作
す
る
人
、「
地
下
平
民
」
と
は
区
別
さ
れ

る
地
頭
方
在
家
百
姓
、
さ
ら
に
は
非
農
業
民
と
考
え
ら
れ
る
尻
高
百
姓
や
川
人

な
ど
で
あ
っ
�た

。
そ
の
う
え
地
頭
方
の
馬
上
免
は
本
来
は
薬
師
堂
（
内
御
堂
）

の
免
田
で
あ
り
、
太
良
寺
、
小
野
寺
な
ど
の
寺
社
免
田
も
馬
上
免
内
に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
（
リ
二
七－

二
、
二－

一
一
七
号
）、
こ
れ
ら
在
地
寺
社

の
供
僧
職
も
地
頭
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
タ
一
三
）。
ま
た
地
頭
は

土
居
と
呼
ば
れ
る
本
拠
地
を
有
し
、
そ
こ
に
は
政
所
屋
敷
や
的
場
が
あ
っ
て
、

土
居
畠
一
町
三
段
余
が
付
属
し
て
お
り
、
何
人
か
の
被
官
が
給
分
を
与
え
ら
れ

て
い
た
（
教
護
二
八
九
号
、
二－

三
二
一
号
）。

地
頭
の
支
配
は
こ
の
よ
う
に
多
様
な
人
々
や
耕
地
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
本
来
一
つ
の
得
分
と
し
て
数
量
で
以
て
表
し
う
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
南
北
朝
末
期
に
は
、
網
野
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な

得
分
と
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
過
程

を
た
ど
っ
た
の
か
、
自
分
な
り
に
跡
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
今
回

は
尻
高
百
姓
、
在
地
寺
社
、
土
居
に
つ
い
て
は
十
分
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

一

地
頭
代
の
支
配
と
農
民
の
抵
抗

正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
に
得
宗
は
太
良
荘
地
頭
若
狭
忠
兼
の
地
頭
職
を
没

収
し
て
自
ら
地
頭
と
な
り
、
得
宗
被
官
が
給
主
と
な
っ
て
支
配
し
た
。
鎌
倉
幕

府
が
滅
び
、
東
寺
は
こ
の
地
頭
職
を
後
醍
醐
天
皇
よ
り
与
え
ら
れ
て
一
円
知
行

の
支
配
権
を
獲
得
し
、
領
家
方
が
本
供
僧
の
支
配
に
、
地
頭
方
が
不
動
堂
不
断

護
摩
供
僧
の
支
配
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
供
僧
の
支
配
原
則
は
得
宗
支
配

以
前
の
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
の
「
永
仁
和
与
」
の
段
階
に
戻
す
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
戻
し
た
結
果
ど
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

そ
の
状
況
を
最
も
よ
く
示
す
の
が
荘
民
に
よ
る
地
頭
代
官
脇
袋
頼
国
の
排
斥
で

あ
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
排
斥
要
求
を
和
与
段
階
へ
の
復
帰
と
い
う
観

点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
か
ら
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
ま
で
の
太
良
荘
は

押
妨
・
乱
入
と
戦
乱
に
見
舞
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
崩
壊
と
と
も

に
得
宗
に
地
頭
職
を
奪
わ
れ
て
い
た
若
狭
直
阿
（
忠
兼
）
が
太
良
荘
に
乱
入
し
、

堀
を
切
り
、
境
界
に
城
を
築
く
と
い
う
実
力
行
動
に
で
た
（
ヱ
四
一－

四
）。

直
阿
に
対
抗
す
る
た
め
地
頭
方
供
僧
は
、
近
隣
の
国
人
で
あ
る
脇
袋
頼
国
に
目

を
付
け
る
。
頼
国
は
鎌
倉
時
代
に
太
良
荘
の
末
武
名
主
で
あ
っ
た
中
原
氏
女
の

夫
の
脇
袋
範
継
の
子
孫
で
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
二
月
に
末
武
名
名
主
職

に
補
任
さ
れ
た
時
に
「
庄
家
警
固
」
に
力
を
尽
く
す
と
の
請
文
を
提
出
し
て
い

た
（
リ
四
一
）。
こ
う
し
て
供
僧
は
ま
も
な
く
彼
を
地
頭
代
に
任
命
す
る
。
こ

の
地
頭
代
頼
国
が
建
武
元
年
八
月
に
領
家
方
・
地
頭
方
双
方
の
荘
民
か
ら
排
斥

さ
れ
た
脇
袋
彦
太
郎
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
排
斥
の
訴
状
か
ら
頼
国
の
支
配
の

特
質
を
考
え
て
お
き
た
い
（
は
八
六
）。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

二



荘
民
が
頼
国
お
よ
び
そ
の
代
官
順
生
房
の
非
法
と
し
て
訴
え
た
こ
と
と
し
て
、

末
武
名
の
公
事
を
負
担
し
な
い
こ
と
、
時
沢
名
を
荘
民
（
実
円
）
か
ら
奪
っ
た

こ
と
、
正
月
の
節
養
酒
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
房
仕
に
食
料
を
給
し
な
か
っ

た
こ
と
、
代
官
の
順
生
房
が
相
論
を
不
当
に
扱
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
特
に
荘
民
の
怒
り
を
招
い
た
の
は
、
手
作
田
畠
三
町
に
農
夫
六

〇
〇
人
を
使
役
し
た
こ
と
と
、
近
夫
と
称
す
る
本
拠
地
の
脇
袋
へ
の
往
復
人
夫

の
ほ
か
、
京
都
で
の
京
上
夫
や
長
夫
を
徴
発
し
、
城
郭
を
構
え
る
と
称
し
て
早

田
米
を
責
め
取
り
、
人
夫
を
使
役
し
、
在
家
や
庇
を
毀
ち
取
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
後
者
の
城
郭
に
関
す
る
行
動
は
「
庄
家
警
固
」
を
名
目
に
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
京
上
夫
や
長
夫
は
地
頭
代
頼
国
が
「
当
庄
之
御
沙
汰
」
の
た
め
在

京
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
徴
発
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
「
庄
家
警

固
」
を
名
目
と
し
て
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
反
発
を
受
け

た
（
１
）
手
作
地
の
た
め
の
荘
民
の
徴
発
、（
２
）「
庄
家
警
固
」
の
た
め
の
人

夫
と
資
財
の
徴
発
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

（
１
）
の
手
作
地
に
関
し
て
は
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
の
得
宗
検
注
の

と
き
、
後
に
地
頭
「
御
名
田
」（
新
名
と
も
い
う
）
と
な
る
五
町
が
確
定
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
地
頭
手
作
地
は
九
段
一
一
〇
歩
あ
る
（
リ
二
七
、
二－

一
一
七
号
二
）。
し
か
し
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
の
徴
符
で
は
地
頭
御
名
に

は
地
頭
の
手
作
地
は
見
え
て
い
な
い
か
ら
（
教
護
二
八
九
号
、
ヤ
一
五
、
二－

三
二
一
号
）、
得
宗
検
注
の
時
の
手
作
地
九
段
余
は
若
狭
氏
が
地
頭
で
あ
っ
た

と
き
の
手
作
地
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
永
仁
和
与
段
階
に
戻
す

と
す
れ
ば
、
三
町
の
手
作
地
は
多
す
ぎ
る
。
念
の
た
め
、
得
宗
時
代
の
地
頭
御

名
田
（
新
名
）
以
外
の
手
作
地
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
文
保
三
年
徴
符
に
は

地
頭
の
手
作
地
と
し
て
田
地
二
町
二
段
二
五
〇
歩
と
畠
地
七
段
一
二
〇
歩
を
記

し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
田
地
一
町
四
段
一
三
〇
歩
と
畠
二
段
六
〇
歩
は
得
宗

地
頭
が
没
収
し
た
領
家
方
の
末
武
名
の
耕
地
な
の
で
、
永
仁
和
与
段
階
に
復
帰

し
た
南
北
朝
期
に
は
除
外
さ
れ
る
か
ら
、
得
宗
時
代
の
手
作
地
を
継
承
す
る
と
、

田
地
七
段
一
二
〇
歩
と
畠
地
五
段
六
〇
歩
が
手
作
地
に
な
り
う
�る

。
し
た
が
っ

て
得
宗
時
代
の
手
作
地
を
継
承
し
た
と
し
て
も
、
田
畠
三
町
に
及
ん
だ
と
い
う

頼
国
の
手
作
地
に
足
り
な
い
。
頼
国
は
三
町
の
手
作
地
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
建
武
二
年
八
月
に
早
田
な
ど
に
関
し
て
訴
え

て
い
る
申
状
に
「
東
寺
御
領
太
良
御
庄
地
頭
御
方
馬
上
免
百
姓
并
散
田
作
人
等

謹
言
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
ヱ
五
一
）。「
馬
上
免
」
と
並
び
称

さ
れ
る
「
散
田
」
と
は
先
に
触
れ
た
得
宗
時
代
に
「
御
名
田
」（
「
新
名
」）
と

称
さ
れ
て
い
た
五
町
余
の
地
頭
名
で
、
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
の
徴
符
に
よ

る
と
、
田
地
五
段
、
畠
地
一
段
一
八
〇
歩
を
標
準
と
す
る
一
〇
人
の
百
姓
の
均

等
規
模
の
耕
地
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
（
教
護
二
八
九
号
、
ヤ
一
五
、
二

－

三
二
一
号
）。
既
に
網
野
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
御
名
田
編

成
は
均
等
規
模
の
地
頭
方
百
姓
を
設
定
す
る
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
�た

。
そ

れ
が
建
武
年
間
に
は
名
は
解
体
さ
れ
て
、
地
頭
が
手
作
地
を
設
定
し
う
る
権
限

を
も
含
む
散
田
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
�る

。
頼
国
は
、
永
仁
和
与
段
階
へ
の
復

帰
で
あ
れ
ば
地
頭
名
を
解
体
し
て
散
田
と
し
、
地
頭
若
狭
氏
が
設
定
し
て
い
た

手
作
地
を
復
活
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

頼
国
の
手
作
地
経
営
は
得
宗
時
代
の
地
頭
方
百
姓
の
権
利
を
否
定
し
た
「
復

古
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
強
い
反
発
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
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な
お
地
頭
名
が
散
田
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
領
家
方
の
名
主
以
下
の
百
姓

が
こ
の
散
田
の
請
作
者
と
な
る
こ
と
が
進
行
し
、
領
家
方
と
地
頭
方
の
融
合
を

促
進
し
、
ま
た
国
人
地
頭
代
官
へ
の
全
荘
挙
げ
て
の
反
発
力
を
強
め
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
の
点
は
後
述
し
た
い
。

（
２
）
の
「
庄
家
警
固
」
は
ま
さ
に
脇
袋
頼
国
が
地
頭
代
に
任
命
さ
れ
た
理

由
で
あ
る
。
新
政
府
や
幕
府
・
守
護
の
体
制
が
不
安
定
な
内
乱
期
に
お
い
て
、

荘
園
領
主
や
荘
民
た
ち
は
周
辺
国
人
を
地
頭
代
官
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
強
い

警
戒
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
�た

。「
庄
家
警

固
」
の
特
質
は
、
そ
れ
が
地
頭
代
官
の
固
有
の
任
務
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
頭

方
に
限
ら
ず
領
家
方
に
も
支
配
権
を
及
ぼ
し
う
る
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

永
仁
和
与
へ
の
復
帰
と
い
う
支
配
原
則
か
ら
し
て
、
地
頭
方
の
代
官
で
あ
る
頼

国
が
領
家
方
の
農
民
を
手
作
地
の
た
め
に
徴
発
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

「
庄
家
警
固
」
を
名
目
と
す
れ
ば
領
家
方
の
名
主
を
も
城
郭
作
り
の
た
め
に
徴

発
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
「
庄
家
警
固
」
の
た
め
の
徴
発
に

対
し
て
は
全
荘
を
挙
げ
て
の
強
い
反
発
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

領
家
・
地
頭
両
方
の
荘
民
か
ら
排
斥
運
動
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
頼
国

は
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
四
月
に
も
地
頭
代
で
あ
っ
た
（
ヌ
九－

三
）。「
庄

家
警
固
」
を
必
要
と
す
る
状
況
が
変
わ
ら
な
い
限
り
国
人
の
「
地
頭
」
が
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
期
の
地
頭
と
比
較
す
る
と
南
北
朝
期
以
後
の
地

頭
代
は
荘
民
支
配
に
お
い
て
弱
点
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
鎌
倉
期
に
は
地
頭

が
補
任
権
な
ど
を
握
っ
て
支
配
下
に
あ
っ
た
公
文
が
南
北
朝
期
に
は
地
頭
（
地

頭
方
供
僧
）
直
属
の
荘
官
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
頼
国
を
排
斥
し
た
中
心
人

物
は
頼
国
に
時
沢
名
を
奪
わ
れ
て
い
た
実
円
と
実
円
と
行
動
を
と
も
に
し
て
き

た
公
文
の
禅
勝
と
見
て
誤
り
な
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
手
作
地
と
「
庄

家
警
固
」
は
地
頭
の
持
つ
歴
史
的
属
性
で
あ
る
が
、
荘
民
た
ち
は
そ
れ
が
無
制

限
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
地

頭
方
の
歴
史
的
特
質
も
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二

公
文
の
排
斥
と
収
取
体
制

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
か
ら
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
の
間
、
若
狭
に
お

い
て
は
南
北
両
軍
の
合
戦
が
続
き
、
そ
の
な
か
で
地
頭
代
脇
袋
頼
国
は
太
良
荘

か
ら
撤
退
し
た
。
す
で
に
網
野
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
脇
袋
が
い
な
く

な
っ
た
後
の
地
頭
方
で
は
公
文
禅
勝
が
、解
任
さ
れ
る
暦
応
二
年（
一
三
三
九
）

一
二
月
ま
で
、
事
実
上
の
地
頭
代
の
よ
う
に
振
る
舞
�い

、
甥
の
実
円
も
そ
れ
に

便
乗
し
て
い
た
。
禅
勝
・
実
円
と
も
に
隠
田
を
し
た
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る

が
（
ハ
四
、
ヱ
六
七
）、
と
り
わ
け
実
円
は
、

一
、
地
頭
分
一
色
同
屋
敷
田
畠
ハ
作
人
重
代
所
職
也
、
而
構
新
儀
非
法
、

若
干
任
料
令
私
用
事
、

と
し
て
、
住
人
四
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
文
、
二
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇

文
を
任
料
と
し
て
徴
収
し
た
と
い
う
（
ヱ
六
七－

二
）。
後
述
す
る
よ
う
に
、

地
頭
方
の
田
地
に
は
段
別
二
〇
〇
文
の
請
料
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
領

家
方
の
名
田
支
配
に
た
い
し
て
地
頭
方
は
散
田
支
配
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

年
々
の
散
田
を
本
来
の
あ
り
方
と
す
る
一
色
田
に
「
作
人
重
代
所
職
」
が
あ
る

と
い
う
の
は
矛
盾
す
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
現
在
の
一
色
田
（
散
田
）

は
得
宗
時
代
に
は
地
頭
「
御
名
田
」（
「
新
名
」）
と
よ
ば
れ
た
名
田
で
あ
っ
た

の
で
、
作
人
の
耕
作
権
は
「
重
代
所
職
」
の
性
格
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

四



そ
れ
を
建
武
元
年
以
後
は
散
田
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
り
、
実
円
は
請
料
の
他

に
更
に
任
料
を
徴
収
し
た
の
で
あ
る
。
荘
官
と
し
て
の
役
職
に
就
い
て
い
な
か

っ
た
実
円
が
こ
の
よ
う
に
任
料
を
私
的
に
徴
収
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公

文
禅
勝
も
任
料
を
徴
収
し
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
禅
勝
・
実
円
は
地
頭
代
頼

国
の
よ
う
に
手
作
地
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
色
田
に
お
い

て
は
領
主
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
荘
民
の
反
発
を
受
け
、
公
文

禅
勝
は
暦
応
二
年
一
〇
月
に
父
良
厳
の
住
宅
に
放
火
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
守

護
使
を
入
部
さ
せ
た
こ
と
か
ら
公
文
職
を
願
成
に
奪
わ
れ
、
実
円
も
時
沢
半
名

を
失
い
、
こ
れ
も
願
成
に
与
え
ら
れ
た
（
ヱ
五
四
、
オ
一
六
）。
得
宗
期
の
地

頭
御
名
田
（
新
名
）
が
否
定
さ
れ
て
一
色
田
と
し
て
「
復
古
」
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
地
頭
代
頼
国
は
三
町
の
手
作
地
を
設
定
し
て
荘
民
を
労
働
力
と
し
て
徴

発
し
て
反
発
を
招
き
、
実
円
・
禅
勝
は
任
料
を
徴
収
し
て
荘
民
か
ら
排
斥
さ
れ

る
状
況
を
作
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
永
仁
和
与
」
時
の
地
頭
支
配
に
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
「
復
古
」
し
よ
う
と
い
う
頼
国
、
禅
勝
・
実
円
の
試
み
は
挫
折
す

る
。太

良
荘
の
収
納
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
最
初
の
史
料
が
暦
応
元
年
（
一

三
三
八
）
分
の
領
家
方
結
解
状
（
教
護
三
五
〇
号
）
と
地
頭
方
散
用
状
で
あ
り

（
ハ
一
〇
）、
そ
の
内
容
は
表
１
に
示
し
た
（
た
だ
し
去
年
未
進
納
入
分
は
省

略
）。
こ
れ
ら
の
収
納
項
目
と
額
の
う
ち
、
地
頭
方
の
本
目
録
定
一
〇
七
石
余

は
す
で
に
建
武
元
年
一
二
月
の
散
用
状
に
見
え
（
エ
四
〇
）、
領
家
方
新
田
米

は
五
斗
七
升
の
違
い
は
あ
る
が
、
同
月
の
新
田
所
当
米
散
用
状
に
見
え
て
い
る

の
で
（
エ
四
一
）、
大
枠
は
建
武
元
年
に
は
決
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
表
と
同
種
類
の
も
の
を
網
野
氏
も
作
成
さ
れ
、
そ
の
特
質
を
述
べ
ら
れ

地頭方

（斗代増分）

（畠田興行分）

（恒枝押領分ほか）

（代官得分ほか）

（７５‐０×２００文）

（恒枝押領分ほか）

（４８‐０２９×１７５文）

（恒枝押領分ほか）

（４８‐０２９×１７５文）

（恒枝押領分ほか）

１０７．３６２０３

５．８６

１．９３３３

３１．１４３

２０．８６６６

６４．０８３１３

１５０００

７５７８

７４２２

８４１４

１２００

８４１４

１２００

１４４２８

７５０

２５０

５００

本目録定

請加

除分

下行分

定残米

請料

除分

（残請料）

麦畠地子

除分

秋畠用途

除分

（残麦秋銭）

炭木代

桑代

尻高名栗代

領家方

（加加徴定）

（末武・百姓名・保一色分）

（松永保押領・御祈祷下行など）

預所別進 米 ５．０ 大豆 １．１

１５０．０１８

１３．９２４３６

２．７

１６１．２４２３６

９４１６

３０００

１８００

本米

新田米

除分

定米

畠地子夏秋分

助国公事銭

永夫六人代銭

表１ 暦応元年分領家方・地頭方の年貢・請料・地子銭（米の単位＝石、銭＝文）

＊数字は史料記載の数字を用いた。
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て
い
る
の
�で

、
氏
の
指
摘
を
受
け
な
が
ら
自
分
な
り
の
ま
と
め
を
し
て
お
き
た

い
。
ま
ず
領
家
方
に
つ
い
て
は
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（
１
）
そ
の
本
米
額
一
五
〇
石
余
は
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
と
建
治
二

年
（
一
二
七
五
）
の
定
年
貢
米
が
一
五
〇
石
八
斗
余
（
田
数
は
二
〇
町
九
段
三

一
四
歩
）
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
（
教
護
七
一
・
七
七
号
、
れ
一
、
一－

二
〇

三
号
）、「
永
仁
和
与
」
段
階
に
戻
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
得
宗
検
注
に
よ

っ
て
「
九
名
四
分
一
」
と
さ
れ
た
田
地
編
成
も
「
二
名
四
分
一
」（
二
名
と
は

三
郎
丸
名
と
一
色
名
、
四
分
一
と
は
開
善
の
四
分
一
名
）
が
「
勘
落
」
さ
れ
て

七
名
と
保
一
色
と
い
う
も
と
の
体
制
に
戻
さ
れ
た
（
ツ
二
三
）。

（
２
）
し
か
し
「
永
仁
和
与
」
時
点
と
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
網
野
氏
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
�に

、
畠
地
が
畠
地
子
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

領
家
方
に
お
い
て
畠
地
子
が
収
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
得
宗
検
注
以
後

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
荘
民
た
ち
は
上
葉
畠
九
三
三
文
は
納
入
し
て
も
よ

い
が
、「
百
姓
等
名
畠
地
子
」
は
拒
否
す
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
た
（
ヱ
四
六
）。

こ
れ
を
受
け
て
供
僧
は
建
武
元
年
に
一
旦
は
「
名
畠
等
地
子
」
を
免
除
し
た
が

（
ツ
二
三
）、
同
年
一
二
月
の
畠
地
子
注
文
で
は
畠
地
子
七
貫
四
一
四
文
と
上

葉
地
子
二
貫
文
を
徴
収
し
（
は
八
九
）、
暦
応
元
年
以
後
は
両
者
を
統
合
し
て

畠
地
子
夏
秋
分
九
貫
四
一
六
文
（
正
し
く
は
九
貫
五
一
六
文
で
、
暦
応
三
年
分

の
結
解
状
よ
り
こ
の
額
と
な
る
。
オ
七
）
と
な
る
。
後
の
散
用
状
か
ら
し
て
地

子
は
夏
と
秋
に
そ
れ
ぞ
れ
段
別
一
〇
〇
文
を
徴
収
す
る
の
で
、
九
貫
五
一
六
文

分
の
畠
数
は
四
町
七
段
二
〇
九
歩
と
な
る
が
、
こ
の
畠
数
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
の
領
家
方
年
貢
名
々
員
数
目
録
（
オ
五
）
に
名
の
畠
数
と
し
て
記
す
四

町
七
段
一
九
〇
歩
に
極
め
て
近
い
。
こ
の
名
の
畠
数
は
地
頭
に
よ
る
把
握
を
示

す
も
の
と
さ
れ
て
お
�り

、
南
北
朝
期
の
領
家
方
の
畠
支
配
は
、
得
宗
支
配
時
代

の
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
徴
符
に
見
え
る
名
畠
総
数
五
町
九
段
一
五
一
歩
（
ヤ

一
五
、
教
護
二
八
九
号
、
二－

三
二
一
号
）
は
採
用
し
な
か
っ
た
が
、
畠
支
配

そ
の
も
の
は
得
宗
時
代
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
地
頭
方
の
土
地
構
成
に
つ
い
て
は
「
永
仁
和
与
」
以
前
の
史
料
が
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
次
の
点
は

指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
田
地
請
料
は
段
別
二
〇
〇
文
で
あ
る
の
で
、
請
料
の
総
額
一
五
貫
文

に
相
当
す
る
地
頭
方
の
総
田
数
は
七
町
五
段
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
二
町
二
段

二
八
〇
歩
が
恒
枝
保
に
押
領
さ
れ
て
い
た
（
オ
一
八
）。
正
安
四
年
（
一
三
〇

二
）
の
得
宗
に
よ
る
検
注
で
は
地
頭
方
の
定
田
（
検
注
田
か
ら
年
不
・
寺
社
修

理
田
・
寺
社
寺
用
田
・
岡
成
を
除
い
た
田
数
。
恒
枝
保
内
の
田
数
を
含
む
）
は

七
町
八
段
二
六
〇
歩
で
あ
っ
た
か
ら
（
タ
二
七－

二
、
二－

一
一
七
号
二
）、

暦
応
元
年
の
地
頭
方
田
数
と
得
宗
検
注
時
の
地
頭
方
定
田
と
の
間
に
は
大
き
な

差
は
な
�い

。

（
２
）
暦
応
元
年
の
畠
地
は
四
町
八
段
二
九
歩
で
、
一
段
に
麦
地
子
・
秋
地

子
を
そ
れ
ぞ
れ
一
七
五
文
（
年
間
三
五
〇
文
）
課
す
が
、
こ
の
段
別
三
五
〇
文

は
、
得
宗
時
代
の
額
を
継
承
し
て
い
る
。
地
頭
方
畠
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
得

宗
検
注
時
に
は
七
町
九
段
二
四
〇
歩
（
内
訳
は
河
成
・
常
不
三
町
四
段
八
〇
歩
、

栗
林
三
段
、
見
作
四
町
二
段
一
六
〇
歩
、
教
護
三
八
五
号
）、
文
保
三
年
（
一

三
一
九
）
徴
符
に
は
一
四
町
三
九
歩
あ
る
と
す
る
が
（
教
護
二
八
九
号
、
二－

三
二
一
号
）、
文
保
三
年
の
数
字
に
は
暦
応
元
年
に
は
領
家
方
に
属
す
よ
う
に

な
っ
た
た
め
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
名
畠
（
五
町
九
段
一
三
二
歩
）
・
末
武

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九
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畠
（
三
段
五
〇
歩
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
除
く
と
七
町
七
段
二
一

七
歩
と
な
る
。
暦
応
元
年
の
畠
数
四
町
八
段
余
は
文
保
三
年
時
よ
り
か
な
り
削

減
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
文
保
三
年
徴
符
は
二
月
に
作
成
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
年
に
地
頭
方
と
し
て
収
納
す
べ
き
米
と
銭
の
額
を
記
し
た
も
の
�で

、

荒
れ
地
な
ど
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
削
減

さ
れ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
得
宗
検
注
時
の
見
作
田
四
町

二
段
余
に
近
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
、
領
家
方
の
畠
支
配
を
除
い
て
「
永
仁
和
与
」
段
階
に
戻
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
領
家
方
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
後
期
の
文
永
年
間
よ

り
の
名
主
職
を
め
ぐ
る
相
論
や
預
所
と
荘
民
と
の
対
立
、
領
家
と
地
頭
と
の
対

立
な
ど
を
通
じ
て
次
第
に
供
僧
の
支
配
権
が
浸
透
�し

、
さ
ら
に
得
宗
時
代
に
は

年
貢
散
用
状
が
荘
民
の
年
貢
納
入
の
「
同
意
」
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
、
供
僧

と
荘
民
の
間
に
は
一
定
の
契
約
的
関
係
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
�り

、
支
配
が
慣

習
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
地
頭
方
に
お

い
て
は
供
僧
は
拠
る
べ
き
「
永
仁
和
与
」
段
階
を
経
験
し
て
い
な
い
か
ら
、
新

し
い
支
配
は
試
行
錯
誤
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
内
乱
と
い
う
政
治
状
況
は

特
に
地
頭
方
に
影
響
を
与
え
た
。

三

地
頭
方
と
領
家
方
の
一
体
化
の
傾
向

地
頭
代
脇
袋
頼
国
や
公
文
禅
勝
な
ど
の
非
法
が
退
け
ら
れ
太
良
荘
支
配
は
小

康
状
態
と
な
る
が
、
南
北
朝
の
内
乱
の
趨
勢
が
定
ま
ら
な
い
不
安
定
な
時
期
に

は
、
太
良
荘
の
特
に
地
頭
方
支
配
は
安
定
し
な
か
っ
た
。
観
応
の
擾
乱
の
時
に

は
「
庄
家
警
固
」
の
観
点
か
ら
脇
袋
国
治
を
地
頭
代
官
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
か

っ
た
し
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
・
四
年
に
は
半
済
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た

こ
の
時
期
に
は
「
国
一
悪
党
」
と
呼
ば
れ
た
河
崎
信
成
が
現
地
を
支
配
し
、
延

文
元
年
（
一
三
五
六
）
よ
り
は
近
隣
の
宮
河
弾
正
忠
が
手
荒
な
支
配
を
行
う
な

ど
混
乱
が
続
い
た
。
太
良
荘
地
頭
方
の
支
配
が
安
定
し
始
め
る
の
は
荘
民
の
訴

え
に
よ
り
宮
河
弾
正
忠
が
排
除
さ
れ
た
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
以
後
の
こ
と

に
な
る
。

こ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
期
間
に
生
じ
た
変
化
に
つ

い
て
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）

ま
で
は
領
家
方
百
姓
と
地
頭
方
百
姓
は
お
の
お
の
行
動
の
際
に
従
う
べ
き
規
範

に
お
い
て
も
区
別
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
が
、
そ
の
後
は
こ
の
区
別
意
識
が
弱

ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
建
武
元
年
六
月
二
六
日
に
領
家
方
・
地
頭
方
の
百

姓
は
「
太
良
御
百
姓
等
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
預
所
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
要

求
を
提
出
し
た
（
ヱ
四
六
）。
こ
れ
に
対
し
て
東
寺
供
僧
は
地
頭
方
の
百
姓
が

領
家
方
の
預
所
を
通
じ
て
申
状
を
出
す
の
は
地
頭
方
を
蔑
如
す
る
も
の
で
あ
る

と
非
難
し
て
い
る
（
ツ
二
三
）。
こ
こ
で
は
荘
園
領
主
の
側
か
ら
領
家
方
と
地

頭
方
の
区
別
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
属
す
る
代
官
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
規
範
意
識
が
見
ら
れ
る
。
同
様
の
規
範
意
識
は
百
姓
た
ち
も
持
っ

て
お
り
、
新
見
荘
に
関
連
す
る
詐
欺
事
件
に
お
い
て
地
頭
又
代
官
の
平
教
重
の

た
め
に
証
言
を
翻
し
た
領
家
方
百
姓
蓮
仏
に
対
し
、
領
家
方
百
姓
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
（
ヱ
五
八
）。

蓮
仏
乍
為
公
田
百
姓
之
身
、
奉
軽
蔑
預
所
御
方
、
得
地
頭
御
代
官
之
語
、

奉
申
成
預
所
御
代
官
於
虚
誕
之
条
、
罪
科
争
可
遁
哉
、

こ
こ
で
「
公
田
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
の
得
宗

松
浦：

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
に
つ
い
て
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検
注
の
結
果
を
示
す
実
検
名
寄
帳
に
お
い
て
領
家
方
の
定
田
と
さ
れ
た
一
七
町

二
段
余
を
「
公
田
」
と
称
し
た
こ
と
に
基
づ
く
呼
称
で
（
教
護
一
九
五
・
二
八

九
号
、
二－

一
一
八
・
三
二
一
号
）、
こ
の
田
数
は
ま
た
文
永
二
年
（
一
二
六

五
）
太
田
文
の
太
良
保
の
定
田
数
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
公
田
百
姓
」
と
は

領
家
方
の
公
田
の
年
貢
を
負
担
す
る
名
主
を
さ
す
。
右
の
引
用
文
の
意
味
は
、

領
家
方
の
百
姓
で
あ
り
な
が
ら
地
頭
代
官
の
誘
い
を
受
け
て
、
預
所
代
官
の
陳

述
が
偽
り
で
あ
る
と
偽
証
し
た
罪
科
は
遁
れ
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
百

姓
の
意
識
に
お
い
て
も
領
家
方
百
姓
と
し
て
の
規
範
意
識
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
後
も
地
頭
方
百
姓
と
領
家
方
百
姓
の
区
別
は
存
続
し
、
延
文
四
年
（
一

五
三
九
）
の
地
頭
代
官
得
分
注
文
に
お
い
て
も
「
公
田
百
姓
」
と
「
馬
上
免
百

姓
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る
（
ハ
四
三
）。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
の
延
文
元
年
一

〇
月
の
損
免
を
求
め
る
申
状
は
領
家
方
・
地
頭
方
そ
れ
ぞ
れ
が
提
出
し
て
い
る

が
、
そ
の
文
言
は
損
亡
額
の
数
字
が
違
う
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は
全
く
同
じ
で

あ
り
、
領
家
方
・
地
頭
方
の
区
別
は
薄
れ
て
い
く
（
ハ
三
六
・
三
七
）。
領
家

方
と
地
頭
方
の
一
体
化
が
成
立
す
る
の
は
ま
だ
ま
だ
先
で
あ
る
が
、
そ
の
方
向

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
め
は
、
右
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
地
頭
方
作
人
の
構
成
に
変
化
が
生

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
文
保
三
年
の
徴
符
に
よ
る
と
地

頭
方
御
名
田
（
新
名
）
に
は
一
〇
名
の
均
等
な
耕
地
を
持
つ
地
頭
方
百
姓
と
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
徴
符
に
よ
れ
ば
領
家
方

公
田
百
姓
で
、
地
頭
方
の
耕
地
の
主
要
部
分
で
あ
る
馬
上
免
（
二
町
八
段
余
）

と
御
名
田
（
五
町
二
段
）
の
年
貢
請
負
者
と
な
っ
て
い
る
の
は
定
国
名
名
主
二

人
（
権
守
・
重
内
）
の
二
段
半
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
一
色
名
名

主
浄
覚
房
が
馬
上
免
に
四
段
余
を
持
っ
て
い
る
が
、
か
れ
は
地
頭
支
配
下
の
薬

師
堂
の
供
僧
と
み
ら
れ
�る

。
こ
れ
か
ら
み
て
領
家
方
百
姓
と
地
頭
方
百
姓
は
か

な
り
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
貞
和
五
年
（
一
三
四

九
）
閏
六
月
十
六
日
の
地
頭
方
評
定
引
付
に
、
夏
地
子
未
進
の
張
本
人
と
し
て

名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
、
領
家
方
の
名
主
で
も
あ
る
場
合
そ
の

名
を
括
弧
内
で
示
す
と
、
妙
連
（
助
国
名
）
・
蓮
仏
（
助
国
名
）
・
仏
念
・
二

郎
大
夫
・
豊
前
介
（
貞
国
名
）
・
丹
後
大
夫
（
真
村
名
）
・
平
権
守
・
実
円
（
時

沢
名
）
と
な
り
、
八
名
中
五
名
が
領
家
方
名
主
で
あ
っ
た
（
タ
五
）。
さ
ら
に

延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
一
〇
月
に
地
頭
方
の
不
作
河
成
洪
田
を
注
進
し
た
地

頭
方
百
姓
の
名
前
を
み
る
と
、
同
日
の
領
家
方
百
姓
の
名
前
、
あ
る
い
は
他
の

年
代
の
近
接
し
た
史
�料

に
よ
っ
て
知
り
う
る
領
家
方
名
主
と
判
断
さ
れ
る
人
が

表
２
に
示
し
た
よ
う
に
一
二
人
中
六
人
も
い
る
（
ハ
三
六
・
三
七
）。
こ
れ
は

得
宗
地
頭
の
「
御
名
田
」（
新
名
）
が
散
田
支
配
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
領

家
方
の
名
主
た
ち
が
地
頭
方
に
年
貢
負
担
者
と
し
て
進
出
し
て
き
た
結
果
で
あ

ろ
う
。
右
に
述
べ
た
領
家
方
と
地
頭
方
の
一
体
化
の
傾
向
は
、
こ
の
よ
う
な
人

的
一
体
化
を
基
礎
と

し
て
進
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。

地
頭
方
に
領
家
方

の
名
主
の
勢
力
が
浸

透
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
荘
園
全
体
が
名

表２ 地頭方百姓

永田右近允

沙弥法阿＝真村名

豊前大夫＝貞国名

中村右近允

平十郎

沙弥乗蓮＝末武名

孫三郎

左近四郎

弥王丸＝時沢名

僧実円＝時沢名

左近允

沙弥幸阿＝宗安名

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九
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主
層
の
指
導
の
も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
文
職
を

失
っ
て
い
た
禅
勝
は
執
拗
な
回
復
運
動
の
末
に
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
七
月

に
公
文
職
に
返
り
咲
き
（
は
三
四
）、
す
で
に
時
沢
半
名
を
回
復
し
て
い
た
実

円
と
と
も
に
荘
務
に
当
た
る
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
地
頭
方
に
お
い
て
領
主
の

よ
う
な
支
配
権
を
行
使
し
た
禅
勝
・
実
円
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
地
頭
方
に
お

い
て
も
名
主
層
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
領
家
・
地
頭
両
方
の
現

地
代
官
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
宮
河
弾
正
忠
と
そ
の
又
代
官
民
部
丞
の
権
威
を

背
後
に
強
引
な
支
配
を
行
っ
た
。
こ
の
延
文
元
年
が
水
害
の
激
し
か
っ
た
年
で

あ
り
な
が
ら
、
損
免
が
少
な
い
こ
と
に
も
不
満
を
募
ら
せ
た
荘
民
五
三
人
は
一

〇
月
一
三
日
に
禅
勝
・
実
円
の
「
罪
科
廿
一
ケ
条
」
を
供
僧
に
注
進
し
て
、
両

人
の
追
放
を
求
め
た
（
し
二
二
）。
翌
年
一
〇
月
に
も
荘
民
た
ち
は
禅
勝
・
実

円
の
追
放
を
要
求
し
、
厳
密
の
沙
汰
の
な
い
場
合
は
田
畠
を
捨
て
て
山
林
に
交

じ
る
と
誓
約
し
て
神
水
を
飲
む
と
い
う
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
た
（
し
二
四
）。

禅
勝
・
実
円
も
こ
れ
に
対
応
し
て
和
解
を
求
め
、
延
文
三
年
三
月
に
和
解
が
成

立
す
る
（
ツ
三
六
）。
こ
う
し
て
惣
と
し
て
結
束
を
強
め
た
荘
民
は
こ
の
年
の

一
一
月
に
地
下
代
官
宮
河
と
又
代
官
民
部
丞
の
非
法
を
訴
え
（
ハ
四
二
）、
両

人
は
罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
つ
め
は
「
庄
家
警
固
」
の
観
念
、
あ
る
い
は
「
庄
家
警
固
」
の
実
現
方
法

の
変
化
で
あ
る
。
建
武
元
年
に
地
頭
代
脇
袋
頼
国
は
「
庄
家
警
固
」
の
た
め
に

人
夫
や
家
屋
な
ど
を
徴
発
し
て
荘
民
の
反
発
を
招
い
た
が
、「
城
郭
」
を
構
え

た
と
あ
る
よ
う
に
そ
こ
で
は
実
際
の
戦
闘
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
庄
家

警
固
」
は
地
頭
代
に
限
ら
ず
、
荘
で
何
ら
か
の
権
限
を
も
つ
人
の
義
務
と
な
っ

て
い
た
。
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
一
二
月
に
公
文
職
と
時
沢
半
名
名
主
職
に

任
命
さ
れ
た
願
成
の
請
文
に
「
又
若
於
地
下
悪
党
并
武
士
等
有
乱
入
事
者
、
致

内
外
秘
計
、
殊
可
令
警
固
庄
家
者
也
」（
オ
一
六
）
と
あ
り
、
康
永
元
年
（
一

三
四
二
）一
二
月
の
小
浜
の
金
融
業
者
石
見
房
覚
秀
の
助
国
半
名
請
文
に
も「
又

庄
家
間
事
能
々
警
固
可
仕
候
」（
ア
五
〇
）
と
あ
っ
て
、
公
文
や
名
主
と
な
る

場
合
に
も
「
警
固
」
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
康
永
二
年
一
二
月
の
隆
祐

公
文
職
請
文
に
は
「
一
、
地
下
煩
出
来
之
時
、
云
警
固
云
沙
汰
、
両
御
代
官
相

共
可
致
秘
計
事
」（
イ
三
七
）
と
あ
っ
て
「
警
固
」
の
ほ
か
に
「
沙
汰
」（
煩
い

を
収
め
る
た
め
の
工
作
）
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
お
り
、「
警
固
」
一
本
槍
で

な
く
、
状
況
に
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
観
応
の
擾
乱
の
時
の

観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
四
月
の
地
頭
代
脇
袋
国
治
の
請
文
に
は
「
就
中
近
日

地
下
錯
乱
之
時
分
、
殊
存
忠
節
、
可
退
方
々
濫
妨
事
」（
り
五
二
）
と
何
よ
り

も
戦
闘
の
決
意
が
語
ら
れ
て
お
り
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
九
月
の
熊
鶴
丸

代
中
務
丞
行
盛
地
頭
方
所
務
職
請
文
に
も
こ
の
誓
約
文
言
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ

れ
て
い
る
（
り
五
二
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
荘
家
を
守
る
と

い
う
こ
と
は
実
際
に
戦
闘
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
が
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
七
月
に
公
文
に
任
じ
ら
れ
た
禅
勝
の
請

文
に
は
「
一
、
於
地
下
違
乱
煩
出
来
之
時
者
、
廻
内
外
秘
計
、
可
抽
無
弐
之
忠

節
事
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
た
「
警
固
」
が
消
え
、「
内
外
の
秘

計
を
廻
ら
す
」
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
い
る
（
ハ
三
五
）。
地
頭
代
官
職
に
つ
い

て
も
、
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
六
月
に
東
寺
の
僧
で
あ
る
禅
舜
が
提
出
し
た

地
頭
代
官
職
請
文
に
な
る
と
「
一
、
都
鄙
沙
汰
可
廻
内
外
秘
計
事
」
と
専
ら
都

鄙
に
お
い
て
秘
計
を
廻
ら
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
ロ
一
〇
）。
さ
ら
に
康
安

二
年
（
一
三
六
二
）
三
月
の
禅
勝
の
子
の
熊
王
丸
（
弁
祐
）
の
公
文
職
請
文
は
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禅
勝
の
請
文
の
文
言
を
踏
襲
し
（
リ
五
七
）、
同
年
八
月
の
賀
茂
氏
女
・
子
息

快
俊
連
署
預
所
職
請
文
は
「
一
、
於
地
下
違
乱
煩
出
来
之
時
者
、
為
預
所
沙
汰

致
内
外
籌
策
、
可
廻
庄
家
安
全
計
略
事
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も
「
警
固
」

は
見
え
ず
、「
籌
策
」
や
「
計
略
」
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
し
三
三
）。

こ
の
よ
う
に
延
文
年
間
か
ら
は
荘
家
を
守
る
と
は
戦
闘
に
よ
る
の
で
な
く
、「
内

外
」
や
「
都
鄙
」
に
お
い
て
「
秘
計
」
を
廻
ら
す
こ
と
に
変
わ
っ
た
。

地
頭
代
官
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
戦
乱
時
の
戦
闘
能
力
で
は
な
く
し
て
、

政
治
工
作
力
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
脇
袋
頼
国
や
同
国
治
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
国
人
領
主
と
し
て
の
「
地
頭
」
の
機
能
は
失
わ
れ
、
地
頭
代
官
と
領
家

方
預
所
と
の
区
別
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

以
上
、
公
田
百
姓
観
念
の
衰
退
、
地
頭
方
と
領
家
方
の
百
姓
の
人
的
融
合
の

進
展
、
代
官
・
荘
官
の
任
務
と
し
て
の
「
庄
家
警
固
」
文
言
の
消
滅
に
つ
い
て

見
て
き
た
。
前
二
者
は
地
頭
方
と
領
家
方
の
区
別
の
衰
退
を
示
し
、
後
一
者
は

代
官
や
荘
官
の
変
質
を
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
大
体
延
文
年
間
を
一
つ

の
画
期
と
し
て
い
る
。
次
に
は
代
官
を
中
心
に
そ
の
変
化
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

四

地
頭
代
官
職
（
給
主
）
の
変
質

延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
一
一
月
に
領
家
方
・
地
頭
方
の
地
下
代
官
と
し
て

過
酷
な
支
配
を
し
た
と
し
て
、
宮
河
弾
正
忠
と
そ
の
代
官
民
部
が
荘
民
か
ら
訴

え
ら
れ
、
荘
か
ら
退
散
す
る
。
地
頭
代
官
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
画
期
と
な
る
の

で
、
こ
れ
ま
で
の
代
官
と
そ
の
又
代
官
の
推
移
を
表
３
に
示
し
た
。

こ
の
表
に
お
い
て
、
寺
僧
代
官
と
は
祐
実
の
よ
う
に
東
寺
の
僧
で
太
良
荘
地

頭
方
の
代
官
と
な
っ
た
も
の
指
す
。
ま
た
地
下
代
官
と
又
代
官
を
区
別
し
て
い

る
が
、
寺
僧
代
官
や
在
京
代
官
の
よ
う
に

代
官
が
原
則
と
し
て
現
地
に
下
向
し
な
い

で
、
代
わ
り
に
現
地
支
配
の
た
め
に
置
か

れ
る
も
の
を
地
下
代
官
と
し
、
国
人
代
官

の
よ
う
に
在
地
性
の
あ
る
代
官
が
置
く
代

官
を
又
代
官
と
表
現
し
た
。

表
３
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
は
、「
庄

家
警
固
」
を
看
板
と
す
る
国
人
代
官
は
や

む
を
得
な
い
例
外
的
措
置
な
の
で
あ
り
、

寺
僧
代
官
あ
る
い
は
在
京
代
官
が
任
命
さ

れ
、
彼
が
自
分
で
選
任
し
た
人
を
地
下
代

官
と
し
て
派
遣
す
る
と
い
う
の
が
通
常
の

あ
り
方
で
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
を
祐
実（
乗

真
、
坊
門
殿
、
若
狭
法
橋
）
を
例
に
見
て

お
き
た
い
。
祐
実
は
東
寺
惣
公
文
に
も
任

じ
ら
れ
た
荘
園
支
配
に
通
じ
た
僧
�で

、「
地

下
所
務
法
」
の
「
故
実
」
と
称
さ
れ
て
も

い
る
（
ヱ
三
三
〇
）。
祐
実
の
太
良
荘
地

頭
代
官
と
し
て
の
初
見
は
暦
応
五
年
（
一

三
四
二
）
四
月
で
あ
る
が
（
ヱ
五
七
）、

彼
の
地
下
代
官
の
平
教
重
が
暦
応
二
年

（
一
三
三
九
）
二
月
に
は
現
れ
て
い
る
か

ら
（
ハ
一
〇
）、
そ
の
頃
に
は
彼
も
地
頭

←建武１．３（む１４２） 国人代官脇袋頼国 →延元１．４（ヌ９‐３） 又代官順生房 →建武１．８（は８６）

又代官国直 →建武１．１１（は８７）

←暦応５．４（ヱ５７） 寺僧代官祐実 →観応３．４（ハ２３） ←暦応２．２（ハ１０） 地下代官平教重→貞和４（ヱ６７）
観応３．４（は２１） 国人代官脇袋国治 →文和２．９以前
文和２．９（ハ２５） 在京代官熊鶴丸 →延文２．１０（し２４９） 文和２．９（ハ２５） 地下代官行盛→文和４．７（ハ３０）

←延文１（ハ４２） 地下代官宮河弾正忠・又代官民部允 →延文３．１１（ハ４２）

表３ 太良荘地頭方の代官と又代官

＊それぞれの在任を示す最初と最後の史料の年月を示した。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

一
〇



代
官
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。地
下
代
官
平
教
重
は
貞
和
四
年（
一
三
四
八
）

ま
で
に
は
罷
免
さ
れ
て
お
り
（
ヱ
六
七
）、
地
下
代
官
は
不
在
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
一
〇
月
に
は
国
人
宮
河
与
一
左

衛
門
尉
な
ど
が
荘
に
乱
入
濫
妨
す
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
�た

。
そ
の
と
き
祐
実

が
ど
う
し
た
か
に
つ
い
て
、
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
二
月
の
荘
民
の
申
状
は

「
一
、
去
年
御
年
貢
事
、
地
頭
御
代
官
坊
門
殿
（
祐
実
）
御
在
国
之
時
、
少
々

被
召
事
、
御
返
抄
分
明
候
也
」
と
述
べ
て
い
る
（
ハ
一
九
）。
こ
れ
に
よ
り
祐

実
は
現
地
に
下
向
し
て
年
貢
収
納
に
当
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
国
人
を
地
下

代
官
に
任
命
す
る
な
ど
の
対
策
は
と
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
国
人
一
揆
に
乱
入

さ
れ
「
朝
夕
夜
の
ひ
ま
な
く
被
譴
責
」
れ
て
い
た
荘
民
は
一
揆
の
構
成
員
で
あ

る
脇
袋
国
治
を
代
官
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
、「
坊
門
殿
御
代
官
の
事
、
あ
な

か
ち
百
姓
そ
ゑ
ん
に
不
申
候
、
但
国
中
如
此
候
間
、
国
人
を
御
憑
候
ハ
て
ハ
、

不
可
有
正
躰
候
歟
」
と
述
べ
て
、
祐
実
を
忌
避
す
る
の
で
は
な
い
が
、
国
人
に

頼
ら
な
け
れ
ば
こ
の
非
常
事
態
は
乗
り
切
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
同
）。
翌
年

四
月
に
国
治
が
地
頭
代
官
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
不
満
と
し
た
祐
実
に
は

米
一
〇
石
が
与
え
ら
れ
る
約
束
に
な
っ
て
い
た
（
ハ
二
三
）。
こ
の
祐
実
の
例

か
ら
、
国
人
代
官
は
「
庄
家
警
固
」
を
必
要
と
す
る
非
常
事
態
の
場
合
に
と
ら

れ
る
あ
り
か
た
で
、
通
常
は
寺
僧
代
官
あ
る
い
は
在
京
代
官
が
任
命
さ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
祐
実
の
代
官
在
任
期
間
が
一
三
年
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ

う
し
た
代
官
の
あ
り
方
は
一
定
の
安
定
性
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
祐
実
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
在
京

代
官
熊
鶴
丸
に
お
い
て
も
、
国
人
を
地
下
代
官
に
任
命
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
国
人
代
官
は
例
外
的
措
置
で
あ
る
か
ら
、
寺
僧
代
官
・
在
京
代
官
と
国
人

の
地
下
代
官
の
重
層
的
混
合
形
態
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
七
月
に
「
国
一
悪
党
」
と
呼
ば

れ
た
河
崎
日
向
守
と
そ
の
家
人
世
木
宗
家
の
押
妨
が
退
け
ら
れ
た
後
に
は
、
領

家
方
預
所
賀
茂
阿
賀
丸
、
地
頭
代
官
熊
鶴
丸
の
も
と
で
、
延
文
元
年
（
一
三
五

六
）
よ
り
国
人
宮
河
弾
正
忠
と
そ
の
代
官
民
部
が
領
家
方
・
地
頭
方
と
も
に
地

下
代
官
と
し
て
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
（
教
護
四
一
一
号
、
ハ
四
�二

）。
こ
の

状
況
を
好
ま
し
い
代
官
の
か
た
ち
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
供
僧
は
、
宮
河
の

過
酷
な
支
配
に
反
発
し
た
荘
民
の
罷
免
要
求
が
出
さ
れ
た
の
で
（
ハ
四
二
）、

こ
れ
に
よ
っ
て
宮
河
を
退
け
、
同
時
に
熊
鶴
丸
の
地
頭
代
官
職
も
取
り
上
げ
、

地
頭
方
支
配
の
再
編
成
に
乗
り
出
す
。

地
頭
方
支
配
の
再
編
成
を
意
図
し
た
供
僧
は
ま
ず
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）

二
月
に
地
頭
方
綱
丁
の
安
主
大
夫
に
地
頭
方
給
主
得
分
と
し
て
田
一
町
・
畠
一

町
が
あ
る
こ
と
を
起
請
文
で
注
進
さ
せ
て
い
る
（
エ
四
六
）。
つ
い
で
四
日
後

に
は
公
文
禅
勝
が
地
頭
代
官
得
分
を
起
請
文
で
注
進
し
た
（
ハ
四
三
）。
そ
の

上
で
六
月
に
祐
実
の
後
を
継
い
で
東
寺
惣
公
文
と
な
っ
て
い
た
能
登
法
橋
禅
舜

が
地
頭
代
官
（
地
頭
方
所
務
職
）
に
任
命
さ
れ
た
（
ロ
一
〇
）。
つ
い
で
一
〇

月
ま
で
に
は
領
家
方
と
地
頭
方
で
決
着
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
「
地
頭
方
伏

田
」
一
町
に
つ
い
て
も
、
下
地
は
地
頭
方
が
領
作
し
、
領
家
方
へ
八
石
、
地
頭

方
へ
三
石
五
斗
納
入
す
る
こ
と
で
解
決
を
見
た
（
ハ
四
九
、
オ
三
�三

）。

ま
ず
新
た
に
地
頭
代
官
と
な
っ
た
禅
舜
の
活
動
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
地
頭

代
官
と
な
っ
て
ま
も
な
く
の
延
文
四
年
一
〇
月
に
は
守
護
よ
り
大
田
文
田
数
に

基
づ
く
役
夫
工
米
が
課
せ
ら
れ
た
た
め
、
地
下
公
文
の
禅
勝
の
報
告
を
受
け
な

が
ら
、
先
例
と
な
る
免
除
の
証
文
を
探
す
な
ど
の
動
き
を
し
て
い
る
（
し
二
七
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紙
背
二
）。
禅
舜
は
在
京
の
地
頭
代
官
で
あ
っ
た
が
、
康
安
元
年（
一
三
六
一
）

八
月
に
公
文
禅
勝
が
預
所
賀
茂
阿
賀
丸
に
殺
害
さ
れ
、
九
月
に
は
禅
勝
の
子
が

敵
討
ち
と
し
て
阿
賀
丸
を
殺
し
た
た
め
（
ツ
四
四
、
し
二
四
一
）、
公
文
と
預

所
が
不
在
と
な
っ
た
の
で
、
地
頭
方
・
領
家
方
両
方
の
荘
務
の
た
め
下
向
し
て

い
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
将
軍
義
詮
に
背
い
た
細
川
清
氏
が
若
狭
に
下
向
し
、

小
浜
と
玉
置
に
城
を
築
い
た
の
で
、
太
良
荘
も
兵
糧
米
や
入
木
人
夫
を
課
せ
ら

れ
た
。
禅
舜
は
清
氏
奉
行
人
と
交
渉
し
三
六
石
を
納
入
し
た
の
で
、
と
り
あ
え

ず
給
人
を
荘
に
入
部
さ
せ
る
こ
と
は
猶
予
し
て
や
る
と
恩
に
着
せ
ら
れ
て
い
る

（
は
一
四
六
）。
禅
舜
は
地
頭
代
官
で
あ
る
責
任
上
下
向
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
下
向
し
て
困
難
な
所
務
に
当
た
る
こ
と
に
つ
い
て

「
身
の
不
運
と
存
候
」
と
歎
い
て
お
り
、「
と
く
�
�
上
洛
仕
た
く
候
へ
ハ
」

と
上
洛
す
る
た
め
に
、
公
文
に
前
公
文
の
隆
祐
を
推
薦
し
て
後
を
委
ね
よ
う
と

し
て
い
る
（
同
）。
供
僧
は
禅
舜
の
上
洛
を
認
め
、
代
わ
り
に
一
一
月
一
四
日

に
は
法
橋
実
増
を
領
家
・
地
頭
両
方
の
未
進
年
貢
の
収
納
使
に
任
命
し
、
五
分

一
の
得
分
を
与
え
た
（
ア
六
七
）。
実
増
は
翌
年
二
月
に
は
預
所
未
補
任
の
間

の
所
務
職
を
預
け
ら
れ
て
い
る
（
ア
六
八
）。
実
増
は
六
月
ま
で
、
細
川
清
氏

の
敗
退
後
に
荘
に
乱
入
し
放
火
し
た
松
田
師
行
へ
の
対
応
な
ど
困
難
な
課
題
に

取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
（
は
一
〇
五
・
一
〇
六
）。
こ
の
経
過
か
ら
、
禅
舜
に

と
っ
て
地
頭
代
官
職
（
地
頭
方
所
務
職
）
は
地
下
公
文
や
預
所
の
よ
う
に
命
に

代
え
て
も
守
り
抜
く
よ
う
な
先
祖
相
伝
の
職
で
も
一
所
懸
命
の
地
で
も
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
禅
舜
に
替
わ
っ
て
地
頭
代
官
に
実
増
が
任
命
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
こ
ろ
ま
で
禅
舜
が
地
頭
代
官
で
あ
っ

た
の
で
あ
�る

。

こ
の
よ
う
に
禅
舜
の
地
頭
代
官
職
と
は

先
ず
は
得
分
権
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た

職
で
あ
っ
た
。
右
に
延
文
四
年
二
月
に
公

文
禅
勝
が
地
頭
代
官
得
分
を
注
進
し
た
こ

と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
内
容
を
表
４
に
示

し
た
。

こ
の
地
頭
代
官
得
分
に
つ
い
て
簡
単
に

述
べ
て
お
き
た
い
。
代
官
得
分
の
中
心
と

な
る
一
五
石
の
「
寺
家
御
免
分
」
と
は
す

で
に
暦
応
元
年
分
の
散
用
状
下
行
分
に

「
御
代
官
得
分
」
と
見
え
る
も
の
で
あ
る

（
ハ
一
〇
、
表
１
）。
そ
の
ほ
か
の
得
分

は
地
頭
方
の
散
用
状
の
下
行
分
に
は
見
え

な
い
か
ら
、
代
官
が
独
自
に
収
納
す
る
得

分
で
あ
る
。
二
石
代
佃
八
石
五
斗
に
つ
い

て
は
、
暦
応
元
年
分
の
地
頭
方
算
用
に
は

二
石
代
が
七
段
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が

（
同
）、
翌
暦
応
二
年
分
の
散
用
状
か
ら

四
段
に
減
少
す
る
か
ら
（
ハ
一
二
）、
残

り
の
三
段
は
代
官
得
分
と
さ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
銭
分
の
請
料
得
分
は
地
頭

方
請
料
の
一
割
に
相
当
し
、

平
畠
地
子

得
分
は
地
頭
方
畠
地
子
の
四
分
一
の
額

表４ 延文４年（１３５９）地頭代官得分（ハ四三）

１５石（寺家御免分）、８．５石（二石代佃）、２．３石（近年２．８石、山田所当）、１．１石（御年貢増）

＜山畠地子＞１０石（まめ・あ□・あつき）、２石（麦）

＜銭分＞４３００文（平畠地子、夏秋）、１５００文（請料）、７００文（政所屋敷地子）、７００文（すみ

１８・わら代）、２００文（くわ代）、１１０文（修理銭）、６００文（正月引出物）、餅８枚（正

月行、５枚公田方百姓沙汰、３枚馬上免百姓沙汰）、神事餅１９８・酒２斗（行、二社

神事）、入木（毎日二荷、４束、一月代１２０文）
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（
面
積
に
し
て
平
畠
一
町
二
段
余
）
で
あ
る
。
更
に
得
分
の
な
か
に
山
田
・
山

畠
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も「
時
に
依
る
」

と
記
さ
れ
る
変
動
す
る
得
分
で
あ
る
が
、
地
頭
は
山
で
耕
作
す
る
人
に
も
支
配

権
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
網
野
氏
が
注
目
さ
れ
て
い
る
栗
を
負
担
す
る
尻
高
名
も

地
頭
方
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
�ば

、
地
頭
は
多
様
な
人
々
を
支

配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
良
荘
は
耕
地
を
名
に
編
成
し
て
、
そ
こ
か
ら
年
貢

・
公
事
を
収
取
す
る
と
い
う
領
家
の
土
地
支
配
を
主
要
な
支
配
秩
序
と
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
来
太
良
保
に
対
す
る
郷
司
の
支
配
権
に
立
脚
し
な
が
ら

�も
、
公
文
給
を
押
領
し
て
獲
得
し
た
久
珍
名
と
い
う
地
頭
名
と
在
家
支
配
を
足

が
か
り
に
し
�て

、
馬
上
免
や
百
姓
名
を
押
領
し
て
勢
力
を
拡
げ
た
地
頭
の
支
配

は
領
家
方
と
比
較
す
る
と
周
縁
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
様
な
支
配
と
し
て
の
山

田
・
山
畠
へ
の
支
配
や
非
農
業
民
的
性
格
を
持
つ
尻
高
百
姓
を
服
属
さ
せ
て
い

る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
地
頭
支
配
は
こ
の
よ
う
な
特
質
を
帯
び
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
一
つ
の
得
分
権
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
と
り
わ
け
こ
の
代
官
得
分
に
は
地
頭
代
官
脇
袋
国
頼
の
支
配
に
お
い
て

荘
民
た
ち
が
強
く
反
対
し
て
い
た
手
作
分
が
見
え
ず
、
そ
れ
と
の
関
連
で
夫
役

も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
も
得

分
権
化
が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
が
、禅
舜
の
代
に
な
っ
て
現
れ
る
地
頭
代
官（
給

主
）
の
得
分
に
つ
い
て
の
散
用
状
で
あ
っ
て
、
①
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
分

「
地
頭
方
御
代
官
得
分
散
用
状
」（
ハ
五
三
）、
②
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
分

「
御
得
分
半
分
定
」（
ハ
六
三
）、
③
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
分
「
地
頭
方
給

主
得
分
御
年
貢
事
散
用
」（
ハ
七
一
、
四－

六
一
）
が
伝
わ
る
。
右
の
①
・
②

を
表
５
に
、
③
を
表
６
と
し
て
示
し
た
。

こ
の
散
用
状
の
作
成
者
と
し
て
延
文
五
年
分
の
末
尾
に
地
下
公
文
禅
勝
が
署

名
し
て
お
り
、
応
安
二
年
分
を
執
筆
し
た
の
も
公
文
弁
祐
で
あ
っ
た
か
ら
、
散

用
は
公
文
の
役
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
延
文
五
年
分
の
定
米
は
ま
さ
に
表
４
の
米

分
に
よ
る
得
分
額
に
一
致
し
て
お
り
、
半
済
後
の
貞
治
三
年
分
や
応
安
二
年
分

も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
麦
地
子
・
秋
地
子
の
額
に
つ
い
て

は
変
動
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
表
４
と
大
き
な
差
は
な
い
。
山
田
年
貢
は「
身

が
下
用
分
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
地
下
公
文
あ
る
い
は
後
述
す
る
地
下
代
官

の
収
入
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
表
４
に
見
え
て
い
る
炭
・
藁
代
、

正
月
引
出
物
代
、
神
事
餅
、
入
木
な
ど
現
地
に
居
住
し
て
所
務
に
当
た
る
人
に

対
す
る
納
入
物
は
こ
れ
ら
散
用
状
に
は
見
え
て
い
な
い
。
山
田
年
貢
の
よ
う
に

定
額
化
し
に
く
い
も
の
や
現
地
所
務
に
付
随
す
る
公
事
が
見
え
て
い
な
い
こ
と

は
、
地
頭
代
官
の
支
配
が
現
地
か
ら
離
れ
、
得
分
権
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

し
か
し
地
頭
代
官
（
給
主
）
が
現
地
支
配
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
一
二
月
一
四
日
の

地
頭
方
評
定
に
お
い
て
、

（
済
）

一
、
半
斉
方
給
主
代
禅
舜
辞
退
事

先
日
、
無
左
右
不
可
辞
退
之
由
、
自
衆
中
被
仰
了
、

と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（
タ
二
二
、
四－

八
五
号
）、
禅
舜
の
半
済

方
給
主
代
に
つ
い
て
の
辞
意
申
出
は
却
下
さ
れ
て
い
る
。
禅
舜
が
い
つ
か
ら
半

済
方
給
主
代
に
な
っ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
供
僧
方
地
頭
代
の
禅
舜
が

半
済
方
給
主
代
も
兼
ね
て
、
地
頭
方
と
の
一
体
的
支
配
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
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い
る
も
の
と
思
う
。
地
頭
代
官
の
給
分
に
関
す
る
右
の
散
用
状
の
下
行
分
の
節

養
を
み
る
と
、
延
文
五
年
の
五
斗
の
下
行
が
半
済
後
の
貞
治
三
年
に
は
半
分
の

二
斗
五
升
に
な
っ
て
お
り
、
半
済
を
受
け
て
半
減
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
応
安

二
年
分
の
散
用
状
に
お
い
て
は
七
斗
五
升
と
三
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
半
済
方
給
主
が
節
養
下
行
を
拒
否
し
た
た
め
、
半

済
方
給
主
代
で
も
あ
る
禅
舜
が
自
ら
の
得
分
か
ら
半
済
方
節
養
分
を
負
担
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
地
頭
代
官
は
こ
の
後
は
さ
ら
に
得
分

取
得
者
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
。
そ
れ
は
地
頭
代
官
が
「
給
主
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
得
宗
支
配
下
に
お
い
て
は
、

得
宗＝

地
頭
、
得
宗
被
官＝

給
主
（
工
藤
貞
景
）、
給
主
代
（
紀
六
郎
願
成
や

石
見
房
覚
秀
）
と
い
う
支
配
体
制
で
あ
っ
た
。
給
主
は
支
配
を
担
当
す
る
代
官

と
い
う
性
格
と
、
得
分
を
得
る
知
行
人
と
い
う
性
格
を
兼
ね
て
い
た
が
、
給
主

の
も
と
に
給
主
代
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
得
分
知
行
人
と
し
て
の
性
格
を

強
め
た
。
南
北
朝
期
前
半
に
は
地
頭
方
に
お
い
て
「
庄
家
警
固
」
の
必
要
か
ら

国
人
代
官
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
禅
舜
の
時
か
ら
得
分
知
行
人

と
し
て
の
性
格
の
強
い
「
給
主
」
へ
の
転
換
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
舜

は
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
現
地
に
下
向
し
て
荘
務
に
当
た
っ
た
外
は
、
そ

の
後
地
頭
代
官
を
辞
任
す
る
応
安
八
年
（
一
三
七
六
）
に
現
地
に
対
し
不
作
と

河
成
の
区
別
と
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
の
報
告
を
求
め
、
春
成
と
未
進
の
納
入
催
促

を
行
っ
て
い
る
こ
と
く
ら
い
し
か
荘
務
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
タ

二
七
、
四－
一
〇
八
号
）。
供
僧
の
決
定
は
地
頭
代
官
（
給
主
）
に
伝
え
ら
れ
、

地
頭
代
官
が
現
地
に
伝
え
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
�が

、
評
定
に
お
い
て
地
頭

左内下行

２００（小浜酒手）

秋地子

２５００

１２５０

未進

２．６２７

２．１４

左内下行

０．５（節養料）

０．２９５（春祭り）

２．８１８（奉行雑掌１／３）

０．２５（節養料）

定米

２７．４

１４．９６４

年代

延文５

貞治３

秋地子

１５００

桑代

１５０

守護酒代

麦地子

１５００

下行１００（祭料）

５０（河人酒代）

修理替

１５０

請料

１５００

下行２００（水損）

山田年貢

１．４１

身が下用分

定米

１５．９０５１５

下行０．７５（節養）

０．５（蔵付）

０．２５（井料）

２．１８５（その他）

年代

応安２

表６ 応安２年分地頭方給主年貢散用状 ＊米の単位は石、請料・修理替・地子・桑代は文

＊定米の下行分の「その他」の内容は、こもはら半分定（１．０３５）、当年水損（０．７５）、神楽（０．１５）、
川人酒代（０．１５）、すしのうを（０．１）である。

表５ 地頭代官得分散用状 ＊米の単位は石、地子は文
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代
官
が
意
見
を
求
め
ら
れ
た
り
、
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
禅

舜
の
と
き
に
地
頭
代
官
は
地
頭
が
帯
び
て
い
た
鎌
倉
期
以
来
の
歴
史
的
性
格
を

ほ
ぼ
喪
失
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

禅
舜
の
後
任
は
宝
金
剛
院
実
成
で
あ
っ
た
が
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
二
）
に

実
成
の
後
任
も
ま
た
宝
金
剛
院
の
宏
寿
が
候
補
者
に
な
っ
た
の
で
、
同
一
の
坊

跡
か
ら
給
主
を
出
す
こ
と
に
異
議
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
宏
寿
は
御
影
堂
作
事

な
ど
に
粉
骨
し
た
と
い
う
理
由
で
特
別
に
認
め
ら
れ
て
お
り
（
タ
三
一
、
四－

一
四
九
号
）、
給
主
は
得
分
の
保
証
と
い
う
観
点
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
応
永
二
〇
年
（
一
四
一
三
）
に
は
地
頭
方
給
主
得
分
は
七
貫
文
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
ハ
一
二
一
、
四－

三
六
四
号
）。

五

守
護
一
色
氏
の
支
配

給
主
に
関
連
し
て
叙
述
が
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
よ
り
始
ま
る
守
護
一
色

氏
時
代
に
及
ん
だ
が
、
こ
こ
で
改
め
て
一
色
氏
の
支
配
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ

て
お
き
た
い
。
貞
治
五
年
八
月
の
斯
波
高
経
の
離
反
の
後
に
混
乱
し
た
太
良
荘

も
、
九
月
二
六
日
に
幕
府
の
使
節
に
よ
っ
て
半
済
な
ど
が
停
止
さ
れ
、
安
堵
さ

れ
た
（
オ
四
五
、
四－

八
号
）。
し
か
し
守
護
と
な
っ
た
一
色
氏
は
翌
年
に
な

っ
て
先
預
所
の
侍
従
房
快
俊
が
斯
波
高
経
に
従
っ
た
謀
反
人
で
あ
る
と
し
て
預

所
職
を
没
収
す
る
（
ゑ
二
一
五
、
四－

二
四
号
）。
こ
の
時
に
預
所
職
に
任
命

さ
れ
て
い
た
源
俊
は
丹
生
の
侍
従
房
と
よ
ば
れ
る
現
地
の
人
で
あ
る
�が

、
一
方

で
は
手
を
ま
わ
し
て
足
利
義
満
母
の
北
向
殿
（
紀
良
子
）
の
口
入
状
を
取
り
、

他
方
で
は
守
護
に
奉
公
す
る
素
振
り
を
見
せ
て
（
ゑ
四
二
、
四－

三
一
号
）、

供
僧
か
ら
預
所
職
を
自
専
す
る
意
図
が
あ
る
の
で
は
と
疑
わ
れ
て
い
る
（
ゑ
四

四
、
四－

三
七
号
）。
し
か
し
結
局
預
所
職
は
返
却
さ
れ
ず
、
一
色
氏
家
臣
の

渡
辺
直
秀
が
預
所
と
し
て
保
一
色
を
支
配
�し

、
領
家
方
・
地
頭
方
と
並
ぶ
預
所

方
が
形
成
さ
れ
る
（
ハ
九
四
、
四－

一
九
四
号
）。

一
色
氏
は
さ
ら
に
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
三
月
に
渡
辺
直
秀
な
ど
を
強
引

に
入
部
さ
せ
て
半
済
を
強
行
す
る
。東
寺
は
こ
れ
に
強
く
抗
議
し
て
い
る
が（
し

三
八
、
四－

五
三
号
）、
一
一
月
に
は
半
済
は
上
野
左
馬
佐
に
与
え
ら
れ
（
し

四
〇
、
四－

五
八
号
）、
東
寺
の
そ
の
後
の
訴
え
に
対
し
て
幕
府
は
応
安
三
年

（
一
三
七
〇
）八
月
に
一
色
範
光
に
半
済
を
停
止
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
が（
せ

武
家
四
六
、
四－

六
六
号
）、
こ
れ
ら
の
命
令
は
無
視
さ
れ
続
け
た
。

一
色
氏
の
支
配
は
、
そ
れ
ま
で
の
守
護
支
配
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
特

質
を
持
っ
て
い
�る

。
ま
ず
強
引
な
戦
時
徴
発
が
和
ら
い
だ
。
細
川
清
氏
は
康
安

元
年
（
一
三
六
一
）
に
太
良
荘
は
四
〇
〇
石
の
年
貢
地
で
あ
る
か
ら
半
分
の
二

〇
〇
石
の
兵
糧
米
を
出
せ
と
要
求
し
（
は
一
四
六
）、
実
際
に
玉
置
城
に
五
八

石
五
斗
の
兵
糧
米
を
徴
し
て
い
る
（
は
一
〇
五
）。
ま
た
貞
治
元
年
（
一
三
六

二
）
に
石
橋
和
義
は
荘
官
が
丹
後
出
兵
に
応
じ
な
い
な
ら
ば
、
半
済
に
加
え
て

荘
の
四
分
一
の
年
貢
を
徴
収
す
る
と
脅
か
し
て
い
る
（
ツ
五
三
）。
こ
れ
に
対

し
一
色
氏
に
と
っ
て
最
大
の
激
戦
と
な
っ
た
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
の
国
人

一
揆
と
の
合
戦
に
お
い
て
太
良
荘
か
ら
徴
収
さ
れ
た
兵
粮
銭
は
一
二
貫
文
（
一

七
石
程
度
）
で
あ
っ
た
（
ハ
七
三
、
オ
五
八
、
教
護
五
一
三
号
、
四－

七
五
〜

七
七
号
）。

次
に
太
良
荘
半
済
方
の
支
配
の
特
質
を
見
て
お
き
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
東

寺
の
地
頭
代
禅
舜
が
半
済
方
の
給
主
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
応
永
四
年
（
一
三

九
七
）
に
半
済
方
代
官
は
年
々
替
わ
る
と
さ
れ
て
お
り
（
ツ
八
九
、
四－

二
二
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九
号
）、
応
永
一
四
年
（
一
四
〇
七
）
に
は
南
禅
寺
「
す
い
う
ん
い
ん
」
が
代

官
と
な
る
と
さ
れ
（
し
二
八
五
、
四－

三
一
四
号
）、
翌
年
の
代
官
は
相
国
寺

大
徳
院
と
み
え
る
か
ら
（
タ
七
二
、
四－

三
二
四
号
）、
京
都
の
寺
院
の
東
班

衆
な
ど
の
請
負
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
農
民
支
配
に
お
い
て
も
、
領

家
方
の
名
が
均
等
に
分
割
さ
れ
て
半
済
方
の
名
主
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
半
済

方
独
自
の
名
編
成
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
オ
五
九
、
四－

八
〇
号
）。
し

た
が
っ
て
太
良
荘
の
半
済
は
従
来
の
支
配
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
色
氏

家
臣
が
半
済
を
通
じ
て
そ
の
支
配
力
を
在
地
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
半
済
方
か
ら
本
所
方
の
所
務
を
妨
げ
た
例
は
、
嘉
慶
元

年
（
一
三
八
七
）
に
半
済
方
が
地
頭
方
の
秋
地
子
銭
の
う
ち
三
五
〇
文
と
栗
代

二
五
〇
文
を
尻
高
分
と
し
て
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
（
フ
六
六
、
四－

一
八
二

号
）、
こ
れ
も
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
に
は
回
復
し
て
い
る
（
ハ
九
六
、
四

－

一
九
八
号
）。

一
色
氏
は
太
良
荘
地
頭
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
地
頭
職
の
持
つ
身
分
的
性
格

を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
色
氏
の
時
代
か
ら
地

頭
方
に
対
し
三
月
と
九
月
の
節
供
料
足
（
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
文
）、
椀
飯
料
足

（
五
〇
〇
文
）
が
課
せ
ら
れ
、
毎
年
で
は
な
い
が
御
所
仏
事
料
・
御
所
贄
殿
料

足
、
御
産
料
足
な
ど
も
徴
収
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
領
家
方
に
は
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
地
頭
・
御
家
人
た
る
も
の
が
将
軍
や
幕
府
に
負
担
す
べ

き
も
の
と
い
う
主
従
制
身
分
の
論
理
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
色
氏
独
自
の
賦
課
に
お
い
て
も
、
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
に
小
浜
八
幡
宮

と
上
下
宮
の
流
鏑
馬
役
を
太
良
荘
に
課
し
た
の
は
、
こ
れ
が
「
国
中
地
頭
後

（
御
）
家
人
役
」
で
あ
っ
て
「
当
庄
も
地
頭
名
字
」
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
た
（
し
二
二
〇
、
四－

一
一
六
号
）。
国
内
に
お
い
て
「
地
頭
」
た
る
も
の

は
「
守
護
」
に
従
う
べ
し
と
い
う
一
色
氏
の
領
国
支
配
の
論
理
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
南
北
朝
期
末
に
い
た
る
地
頭
方
の
動
向
を
検

討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
図
１
を
参
照
し
な
が
ら
、
地
頭
方
の
代
官
を
中
心
に

述
べ
て
お
き
た
い
。地
頭
代
禅
舜
の
地
下
代
官
と
し
て
康
安
元
年（
一
三
六
一
）

四
月
に
法
師
丸
が
現
れ
る
（
ハ
五
五
）。
こ
の
年
の
九
月
に
禅
舜
が
現
地
に
下

向
し
た
時
に
法
師
丸
は
現
地
で
禅
舜
の
荘
務
を
助
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後

は
荘
に
寄
り
つ
い
て
い
な
い
と
述
べ
て
お
り
（
ハ
三
五
九
）、
恒
常
的
な
地
下

代
官
と
は
言
い
難
い
。
法
師
丸
は
道
祖
法
師
丸
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
後
は
師
匠

で
あ
る
小
浜
の
金
融
業
者
石
見
房
覚
秀
の
援
助
に
よ
り
貞
治
元
年
（
一
三
六

二
）
一
二
月
に
太
良
荘
小
野
寺
別
当
職
を
獲
得
し
（
タ
一
三
）、
同
五
年
（
一

三
六
六
）
四
月
に
は
覚
秀
よ
り
荘
内
の
内
御
堂
別
当
職
と
供
僧
職
を
譲
与
さ
れ

て
い
る
（
し
三
七
、
四－

四
号
）。
さ
ら
に
法
師
丸
は
讃
岐
房
祐
秀
と
名
乗
り
、

覚
秀
の
持
っ
て
い
た
定
国
名
半
分
（
中
介
と
と
も
に
）、
宗
安
半
名
、
時
沢
半

名
（
道
阿
弥
と
も
に
）、
助
国
半
名
の
名
主
と
な
っ
て
お
り
（
オ
五
九
、
四－

八
〇
号
）、
覚
秀
の
勢
力
を
荘
内
で
継
承
し
て
い
た
。

法
師
丸
に
代
わ
っ
て
貞
治
元
年
七
月
に
「
公
文
（
禅
舜
）
代
」
と
し
て
現
れ

る
の
が
教
実
で
あ
る
（
オ
三
八－

二
）。
教
実
は
地
頭
代
禅
舜
か
ら
「
山
臥
」

で
あ
る
と
さ
れ
（
ゑ
二
一
五
、
四－

二
四
号
）、
在
地
に
お
い
て
も
「
山
臥
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
（
ツ
六
七
、
四－

一
〇
七
号
）。
教
実
は
領
家
方
の
真
利
半

名
が
伊
予
大
夫
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
仲
介
し
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
し
四
三
、

四－

八
一
号
）、
領
家
方
に
も
支
配
権
を
及
ぼ
し
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
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学
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の
領
家
方
請
料
・
修
理
替
・
麦
地
子
の
散
用
状
を
公
文
の
弁
祐
と
と
も
に
作
成

し
（
オ
五
八
、
四－

七
六
号
）、
さ
ら
に
こ
の
年
の
領
家
方
年
貢
米
の
散
用
状

は
彼
一
人
で
作
成
し
て
い
る
（
教
護
五
一
三
号
、
四－

七
七
号
）。
こ
こ
に
ひ

と
り
の
代
官
が
地
頭
・
領
家
双
方
の
代
官
を
兼
ね
る
例
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、

注
目
す
べ
き
は
こ
の
領
家
方
散
用
状
に
五
石
の
「
御
代
官
分
」
が
除
分
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鎌
倉
期
の
定
宴
に
始
ま
る
預
所
が
保

一
色
得
分
と
交
分
米
と
い
う
散
用
状
に
記
さ
れ
な
い
得
分
を
持
っ
て
い
た
の
に

対
�し

、
こ
こ
に
五
石
と
い
う
散
用
状
に
記
さ
れ
る
得
分
を
扶
持
さ
れ
る
代
官
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
か
ら
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
ま
で
地
頭

方
に
は
政
所
正
覚
（
「
御
代
官
有
円
」
と
も
称
す
る
）
が
現
れ
、
教
実
は
退
い

た
。
し
か
し
永
和
三
年
正
月
に
教
実
は
禅
朝
と
名
を
変
え
て
、
領
家
方
預
所
職

（
「
代
官
職
」
と
も
称
す
）
に
補
任
さ
れ
て
お
り
（
ナ
一
三
、
四－

一
二
〇
号
）、

翌
年
四
月
に
作
成
さ
れ
た
領
家
方
散
用
状
を
公
文
弁
祐
と
と
も
に
作
成
し
て
い

る
が
（
教
護
五
五
四
号
。
四－

一
二
一
号
）、
そ
こ
に
は
応
安
四
年
（
一
三
七

一
）
の
教
実
の
場
合
と
同
じ
く
五
石
の
「
御
代
官
得
分
」
が
見
え
て
い
る
。
そ

し
て
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
分
の
地
頭
方
散
用
状
を
翌
年
八
月
に
作
成
し
て

お
り
（
ハ
八
七
、
四－

一
五
七
号
）、
地
頭
方
の
地
下
代
官
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
地
頭
方
地
下
代
官
は
地
頭
代
官
（
給
主
）
に
私
的
に
従
属
す
る

存
在
で
あ
り
、
か
つ
て
の
地
下
代
官
の
教
実
や
正
覚
に
対
し
て
供
僧
か
ら
の
代

官
職
補
任
状
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
領
家
方
預
所
と
し
て
供
僧
か
ら
正

式
の
補
任
状
を
も
ら
っ
た
禅
朝
が
地
頭
方
地
下
代
官
を
兼
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、

地
頭
代
官
（
給
主
）
と
地
下
代
官
と
の
従
属
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
き
た
こ
と
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４．預所職：慶信（源俊）

下野房朝禅・但馬房禅慶

地頭方地下代官

法師丸

教実

正覚（有円）

禅朝（教実）

６．地頭・領家代官

地頭代（給主）

６．能登法橋禅舜

４．宝厳院実成

３．宝厳院宏寿

年代

１３５９（延文４）
１３６１（康安１）
１３６２（康安２）８
１３６２（貞治１）
１３６３（貞治２）７

１３６４（貞治３）１０

１３６６（貞治５）
１３６８（応安１）
１３７１（応安４）
１３７２（応安５）
１３７５（永和１）
１３７７（永和３）
１３８１（永徳１）
１３８２（永徳２）

１３９３（明徳４）

１３９６（応永３）
１４０４（応永１１）

図１ 南北朝期末の太良荘代官・公文（人名の前の数字は月を示す）
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を
意
味
す
る
。
図
１
に
示
し
た
応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
）
の
下
野
房
朝
禅
・

但
馬
房
禅
慶
は
、
か
つ
て
の
地
頭
代
（
給
主
）
の
も
と
で
の
地
下
代
官
に
相
当

す
る
役
職
で
あ
る
が
、
い
ま
や
そ
れ
が
地
頭
方
・
領
家
方
兼
任
の
「
代
官
職
」

「
所
務
職
」
と
称
さ
れ
て
、
供
僧
よ
り
直
接
に
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
給

主
に
は
七
貫
文
を
納
入
す
る
こ
と
を
供
僧
へ
の
請
文
で
誓
約
し
て
い
る
（
オ
一

〇
七
、
四－

二
八
一
号
、
な
お
ハ
一
二
一
、
四－

三
六
四
号
も
参
照
）。

南
北
朝
期
末
の
地
頭
方
の
支
配
の
状
況
を
概
観
す
る
た
め
に
、
伝
存
す
る
地

頭
方
散
用
状
の
う
ち
年
貢
分
に
つ
い
て
表
７
に
示
し
た
。
ま
ず
納
入
年
貢
高
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
損
免
に
つ
い
て
は
、
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
の
三
分

一
損
免
を
除
い
て
安
定
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
荒
・
不
作
地
は
徐
々
に
増
加
し
、

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
よ
り
五
石
八
斗
余
に
固
定
し
て
い
る
か
ら
、
荘
民
た

ち
は
散
用
状
の
上
だ
け
で
も
毎
年
年
貢
額
の
二
割
近
く
の
減
免
を
認
め
ら
れ
て

い
た
と
い
え
る
。
次
に
は
守
護
方
へ
の
負
担
が
年
貢
額
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
に
は
守
護
へ
小

浜
八
幡
宮
流
鏑
馬
料
八
貫
三
文
（
米
に
し
て
一
一
・
六
石
）
を
負
担
し
た
こ
と

に
よ
り
、
寺
家
の
収
納
米
が
激
減
し
て
い
る
。
逆
に
守
護
方
へ
の
負
担
が
安
定

し
て
い
た
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
か
ら
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
は
寺
家
の

収
納
米
も
安
定
し
て
い
る
。
守
護
が
課
し
て
く
る
課
役
に
ど
う
対
応
す
る
か
は
、

室
町
期
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
と
な
�る

。

し
か
し
こ
の
時
期
に
は
散
用
状
に
現
れ
な
い
、
守
護
の
課
す
京
上
夫
の
負
担

も
相
当
な
も
の
と
な
っ
た
。
京
上
夫
の
配
符
を
集
計
す
る
と
、
永
徳
元
年
（
一

三
八
一
）
一
四
人
、
同
二
年
三
〇
人
（
う
ち
六
月
二
三
日
、
野
伏
一
五
人
）、

同
三
年
九
人
（
催
促
人
数
不
明
一
回
）、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
四
〇
人
（
催

未進・損免

３．１８６３９（＊１）

２．８６４２４（＊２）

３．０１０５８
２．４９８６１
４．８０１

０．８５０５８
０．３５３２４
０．９０６２４
０．１５８２８

１３．３７１１６（＊７）

１．５６
０．５７０９
６．３２１８

納入額
２６．６００９
２５．１２
１７．６７
１５．６１
１６．０６４４３
１０．３７８５８（＊４）

１．７７５
１９．８７７５（＊５）

１７．６８１
１５．５５５
１８．３１３２４（＊６）

１８．０５
１８．５５８２４
５．１４５
９．４３５
２１
１８．３６９１

残定米
２６．６００９
２５．０９６１
２０．２８１３９
１７．８９９２４
１９．０６４１１
９．８６６６６１
６．６２６
１８．２４１
１８．５３１５８
１５．８６２６６
１８．８２０６６
１８．１６２６６
１８．５１２６６
１８．５１６１６
１５．１４４８９
２１．５７０９
２４．６９０９

守護方負担
２．３１
３．９１４８
４．９４９５２
９．４６７
７．２３１
１６．３（＊３）

１７．７０６６６
６．０９１６６
５．８４６６６
８．４７
５．５１２
６．１７
５．８２
５．６９
１３．２１１
５．４４
２．３２

荒・不作
１．３
１．２
４．４０４９９
２．０６６６６
３．９１５７９
４．０４５１９
５．８７８２４
５．８７８２４
５．８７８２４
５．８７８２４
５．８７８２４
５．８７８２４
５．８７８２４
６．００４７４
１．７５５０１
３．１
３．１

半分定
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．２１０９
３０．１１０９
３０．１１０９
３０．１１０９

年 代
応安元（５７）
応安３（７０）
応安５（８４）
応安６（９３）
永和１（１０７）
永和２（１１２）
永和４（１２４）
永徳１（１５７）
永徳２（１６２）
至徳１（１６８）
至徳２（１７２）
嘉慶１（１８２）
康応１（１９８）
明徳１（１９９）
応永２（２３６）
応永７（２６３）
応永１０（２８４）

表７ 地頭方散用状

＊年代の次の括弧の中の数字は『若狭国太良荘史料集成』第四巻の史料番号である。
（＊１）うち孫介跡逐電０．５７５ （＊２）うち三郎介跡逐電０．５７５ （＊３）守護方負担永和元年分を含む
（＊４）去年未進分３．０１０５８を含む （＊５）去年未進分１．２８を含む （＊６：）至徳元年未進０．３５３２４を含む
（＊７）未進１．７０４１６、捨田・三分一損１１．６６７

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九
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促
人
数
不
明
一
回
、
九
月
二
〇
日
に
材
木
持
今
津
越
二
〇
人
）
が
徴
発
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
徴
発
時
期
も
農
繁
期
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
見
ら
れ

な
い
。
室
町
期
に
な
る
と
守
護
の
課
す
御
飯
米
越
賃
、
雇
夫
、
駄
賃
馬
、
陣
夫
、

材
木
持
人
夫
な
ど
は
領
家
・
地
頭
方
と
も
に
年
貢
の
う
ち
か
ら
下
行
さ
れ
る
が
、

南
北
朝
期
の
散
用
状
に
は
そ
う
し
た
下
行
は
み
え
な
い
。
室
町
期
の
下
行
の
初

見
で
あ
る
応
永
四
年
（
一
四
〇
〇
）
分
領
家
方
散
用
状
で
一
石
五
斗
八
升
を
「
西

御
所
御
飯
米
コ
シ
チ
ム
」
と
し
て
控
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
寺
家
側
は
「
か

様
人
夫
役
自
往
古
為
地
下
役
、
公
平
ニ
除
之
条
、
不
可
然
」
と
注
記
を
加
え
、

こ
う
し
た
夫
役
は
昔
よ
り
荘
民
の
負
担
す
べ
き
も
の
で
、
そ
の
費
用
を
年
貢
か

ら
控
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る（
オ
一
〇
三
、
四－

二
五
五
号
）。

そ
れ
ゆ
え
南
北
朝
期
の
京
上
夫
・
野
伏
、
材
木
持
夫
は
す
べ
て
「
地
下
役
」
で

あ
り
、
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

過
重
な
守
護
夫
役
を
負
担
す
る
た
め
に
、
領
家
方
百
姓
は
「
地
頭
方
在
家
御

百
姓
」
に
も
家
別
の
夫
役
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）

五
月
の
地
頭
方
在
家
百
姓
の
訴
状
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
ハ
九
四
、
四

－

一
九
四
号
）。
地
頭
方
在
家
百
姓
は
屋
敷
分
と
し
て
一
二
〇
歩
の
免
畠
（
小

免
畠
）
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
地
頭
政
所
が
西
津
や
小
浜
に
出
か
け
る
と
き
に

供
を
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
領
家
方
百
姓
は
守
護
夫
役
を
家
別
夫
役
と
し
て

地
頭
方
在
家
百
姓
に
も
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
臨
時
非
法
」
で
あ
る

と
し
て
、
預
所
代
官
で
守
護
の
奉
行
で
も
あ
る
長
田
弾
正
蔵
人
の
仲
介
で
、
地

頭
・
領
家
・
預
所
が
そ
れ
ぞ
れ
四
人
宛
の
計
一
二
人
の
守
護
夫
を
出
す
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
「
寺
社
本
所
御
領
無
定
役
之
夫
足
、
本
主
者
皆
々
其
夫
役
お

被
入
立
候
事
無
其
隠
候
」、
す
な
わ
ち
守
護
夫
役
の
よ
う
に
定
役
で
な
い
夫
役

が
課
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
荘
園
領
主
に
負
担
し
て
き
た
夫
役
を
守

護
夫
役
に
振
り
替
え
て
負
担
す
る
や
り
か
た
で
あ
っ
た
の
�で

、
地
頭
方
在
家
百

姓
も
安
心
し
て
い
た
。
し
か
し
最
近
ま
た
在
家
別
に
夫
役
を
賦
課
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
聞
い
た
が
、「
最
少
分
の
屋
敷
分
計
に
て
、
地
下
平
民
之
夫
役
を
被

懸
候
は
ん
事
、
難
堪
之
次
第
に
て
候
」
と
自
分
た
ち
に
は
「
地
下
平
民
」
の
夫

役
は
堪
え
難
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
地
頭
方
在
家
百
姓
は
近
辺
の
供
役
を
勤
め
る
の
み
で
、「
地

下
平
民
」
の
夫
役
は
勤
め
て
お
ら
ず
、
地
頭
方
四
人
の
守
護
夫
役
負
担
の
時
も

免
除
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
地
頭
方
在
家
百
姓
が
「
地
下
平
民
」
の
夫

役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が
「
最
少
分
の
屋
敷
分
計
」（
畠
一
二
〇

歩
）
し
か
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
網
野
氏
は
こ
の
地
頭
方
在
家
百
姓
に

は
尻
高
の
百
姓
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
�る

。
尻
高
の
百
姓
と

は
地
頭
方
に
属
す
る
尻
高
名
の
百
姓
で
、
こ
の
名
は
田
地
を
持
た
ず
、
栗
代
五

〇
〇
文
（
半
済
後
は
二
五
〇
文
）
を
負
担
す
る
が
（
オ
一
八
）、
室
町
期
に
も

守
護
夫
役
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
（
ハ
二
七
九
）。
網
野
氏
の
こ
の
推
定
は

大
変
に
魅
力
的
で
あ
る
が
、地
頭
方
評
定
引
付
の
明
徳
元
年
五
月
二
四
日
条（
タ

四
三
、
四－

二
〇
一
号
）
に
載
せ
る
こ
の
訴
え
に
対
す
る
地
頭
方
供
僧
の
裁
定

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
□
護
方
夫
役
新
百
姓
并
本
百
□
□
□

庄
□
書
下
案

守
護
方
臨
時
夫
役
粮
（
本
）

米
□
百
姓
并
地
頭
在
家
百
姓
相
論
間
事
、
毎
度
入
足

於
（
三
分
二
）

□
□
□
者
、
本
百
姓
可
致
其
沙
汰
、
三
分
一
可
相
□
在
家
百
姓
、
又
人

夫
廻
足
事
、
又
以
□
□
□
前
之
由
、
可
被
相
触
庄
家
□
□
被
仰
下
候
也
、
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仍
執
達
如
件
、

明
徳
元
年
五
月
廿
四
日

法
橋

判

太
良
庄
地
頭
・
領
家
沙
汰
人
御
中

こ
れ
に
よ
れ
ば
地
頭
方
在
家
百
姓
は
「
新
百
姓
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

本
百
姓
と
在
家
百
姓
（
新
百
姓
）
と
の
間
の
守
護
人
夫
と
そ
の
糧
米
の
負
担
割

合
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
本
百
姓
が
三
分
二
、
在
家
百
姓
（
新
百
姓
）
が
三
分
一

の
負
担
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
地
頭
方
在
家
百
姓（
新
百
姓
）

を
尻
高
名
百
姓
と
考
え
た
場
合
、
栗
代
五
〇
〇
文
の
負
担
を
す
る
だ
け
の
尻
高

名
百
姓
に
三
分
一
の
負
担
を
さ
せ
る
の
は
過
重
で
あ
る
し
、
室
町
期
に
尻
高
百

姓
が
守
護
夫
役
を
負
担
し
な
か
っ
た
こ
と
と
も
矛
盾
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

地
頭
方
在
家
百
姓
（
新
百
姓
）
は
尻
高
名
百
姓
と
は
別
の
百
姓
と
見
る
べ
き
だ

と
思
う
。

地
頭
方
在
家
百
姓
が
与
え
ら
れ
て
い
た
「
小
免
畠
」
に
関
し
て
は
、
南
北
朝

末
か
ら
室
町
期
の
「
太
良
庄
地
頭
御
方
之
畠
之
事
」
と
題
す
る
畠
台
帳
が
伝
わ

っ
て
い
る
（
ハ
四
一
七
）。
こ
れ
は
最
初
の
部
分
に
四
町
一
段
二
六
〇
歩
の
畠

が
記
さ
れ
（
以
下
、
散
田
畠
と
称
す
る
）、
次
に
馬
上
免
畠
二
町
七
段
一
六
〇

歩
が
記
さ
れ
、
散
田
畠
は
段
別
一
七
五
文
、
馬
上
免
畠
は
段
別
一
〇
〇
文
の
分

銭
が
付
せ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
銭
負
担
者
が
書
か
れ
て
い
�る

。
注
目
さ
れ
る

の
は
散
田
畠
の
総
筆
数
五
一
筆
の
内
三
一
筆
に
、「
一
段

此
内
小
免

分
銭

百
十
九
文

彦
四
郎
」
の
よ
う
に
「
此
内
小
免
」
と
記
し
て
、
分
銭
が
五
六
文

減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
一
二
〇
歩
分
の
分
銭
高
を
減
額
し
た
も
の

で
あ
る（
馬
上
免
畠
に
も
一
筆
に
小
免
が
減
額
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則
は
同
じ
）。

散
田
畠
の
記
載
の
末
尾
に
は
、

百
二
十
歩

分
銭
免

源
七

百
二
十
歩

分
銭
免

藤
三
郎

の
如
く
、
一
二
〇
歩
の
小
免
畠
し
か
持
た
ず
、
そ
の
分
銭
が
免
除
さ
れ
て
い
る

百
姓
が
八
人
ほ
ど
記
さ
れ
て
い
�る

。
こ
の
分
銭
免
百
姓
が
「
最
少
分
の
屋
敷
分

計
」
し
か
持
た
な
い
地
頭
方
在
家
百
姓＝

新
百
姓
と
判
断
さ
れ
�る

。

こ
の
地
頭
方
在
家
百
姓＝

新
百
姓
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、「
地

下
平
民
」
の
役
を
免
除
さ
れ
て
、
地
頭
の
供
役
を
勤
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
地
頭
に
隷
属
し
て
い
た
と
い
う
由
緒
を
持
つ
人
々
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

う
し
た
人
々
が
新
百
姓
と
し
て
荘
民
団
体
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
地
頭
方
の
歴
史
的
特
質
が
ま
た
一
つ
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
支
配
の
含
む
問
題
は
、
建
武
元
年
の
地
頭
代
官

脇
袋
頼
国
の
支
配
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
近
隣
の
国
人
頼
国
が
代
官
に

任
命
さ
れ
た
の
は
、
前
地
頭
若
狭
忠
兼
の
乱
入
に
対
抗
す
る
た
め
に
「
庄
家
警

固
」
の
役
を
担
う
た
め
で
あ
っ
た
。
頼
国
は
そ
の
城
郭
作
り
の
た
め
に
人
夫
を

徴
発
し
た
と
し
て
荘
民
の
反
発
を
受
け
た
が
、
内
乱
期
に
お
い
て
東
寺
供
僧
が

荘
民
を
防
備
し
え
な
い
限
り
近
隣
の
国
人
が
「
庄
家
警
固
」
の
役
割
を
果
た
し

た
の
で
あ
り
、
観
応
の
国
人
一
揆
の
乱
入
の
時
は
荘
民
が
一
揆
の
構
成
員
で
あ

る
脇
袋
国
治
を
地
頭
代
官
に
望
ん
で
い
る
。
し
か
し
南
北
朝
期
後
半
に
な
る
と

「
庄
家
警
固
」
よ
り
も
「
内
外
」
や
「
都
鄙
」
で
の
「
秘
計
」
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
半
済
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
幕
府
や
守
護
の
権
限
が

強
化
さ
れ
、
荘
園
を
め
ぐ
る
秩
序
が
相
対
的
に
安
定
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

二
〇



そ
れ
は
同
時
に
幕
府
や
守
護
に
よ
る
一
国
平
均
役
や
守
護
夫
役
の
賦
課
が
増
大

し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
鎌
倉
期
以
来
、
地
頭
職
が
象
徴
し
て
き
た

「
武
威
」
が
後
退
し
、「
秘
計
」
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
地
頭
方

と
領
家
方
の
差
異
も
薄
れ
て
い
く
。

頼
国
は
も
う
一
つ
の
地
頭
方
支
配
の
特
質
を
象
徴
し
て
い
た
。
そ
れ
が
三
町

に
も
お
よ
ぶ
手
作
地
で
あ
り
、
永
仁
和
与
段
階
へ
の
復
帰
を
、
頼
国
は
得
宗
に

よ
る
地
頭
名
（
新
名
）
編
成
を
解
体
し
て
散
田
化
し
、
そ
こ
に
手
作
地
を
設
定

す
る
と
い
う
「
復
古
」
と
し
て
具
体
化
し
て
い
た
。
鎌
倉
期
領
家
方
で
は
預
所

が
保
一
色
に
お
い
て
こ
れ
と
似
た
散
田
支
配
を
行
っ
て
い
た
が
、
得
宗
支
配
は

預
所
の
保
一
色
支
配
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
地
頭
名
内
の
手
作
地
を
認
め
な

か
っ
た
。
得
宗
支
配
の
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
み
て
、
荘
民
た
ち
は
手
作
地
に
関

し
て
は
安
易
な
「
復
古
」
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
頼
国
に
象

徴
的
に
現
れ
る
「
庄
家
警
固
」
と
手
作
地
は
地
頭
方
に
お
い
て
そ
の
比
重
を
弱

め
て
い
っ
た
。

地
頭
方
供
僧
が
得
宗
時
代
の
あ
り
方
を
継
承
し
た
と
見
ら
れ
る
の
が
、
国
人

武
士
代
官
で
な
い
、
寺
僧
代
官
の
あ
り
方
で
あ
る
。
脇
袋
頼
国
の
後
の
代
官
と

な
っ
た
東
寺
寺
僧
祐
実
と
そ
の
地
下
代
官
平
教
重
、
宮
川
弾
正
忠
の
後
の
代
官

と
な
っ
た
東
寺
寺
僧
禅
舜
と
そ
の
地
下
代
官
の
教
実
な
ど
は
、
得
宗
時
代
の
給

主
と
給
主
代
の
あ
り
方
と
似
て
お
り
、
実
際
に
も
禅
舜
の
時
か
ら
地
頭
代
官
は

給
主
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
の
背
後
に
あ
る
の
は
代

官
得
分
の
内
容
が
供
僧
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
得
分
権
化
の
度

合
を
強
め
た
こ
と
に
あ
る
。
地
頭
代
官
（
給
主
）
は
形
式
的
に
は
供
僧
か
ら
現

地
荘
民
へ
の
命
令
伝
達
経
路
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
支
配
権

は
供
僧
の
評
定
が
握
っ
て
い
た
。
地
下
代
官
は
地
頭
代
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
地
頭
代
官
の
私
的
従
属
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
の
人
格
的
結
び

つ
き
が
弱
ま
り
、
室
町
期
に
は
か
つ
て
の
地
下
代
官
に
相
当
す
る
人
が
地
頭
方

・
領
家
方
兼
任
の
代
官
（
所
務
職
）
と
し
て
、
供
僧
に
よ
り
直
接
に
任
命
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

最
後
に
地
頭
方
百
姓
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。得
宗
時
代
に
地
頭
名（
新

名
）
の
な
か
に
均
等
規
模
の
百
姓
が
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
鎌
倉
期
に
は

地
頭
方
と
領
家
方
の
百
姓
の
区
別
は
明
確
で
あ
っ
た
。
そ
の
区
別
は
南
北
朝
期

前
半
ま
で
は
領
家
方
百
姓
が
自
ら
を
「
公
田
百
姓
」
と
称
し
て
地
頭
方
百
姓
と

は
違
っ
た
規
範
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し

南
北
朝
期
に
は
領
家
方
百
姓
が
地
頭
方
の
耕
地
を
耕
作
す
る
よ
う
に
な
り
、
両

者
の
人
的
融
合
が
大
い
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
地
頭
方
百
姓
の
な
か
に
は
「
在

家
百
姓
」
と
し
て
自
ら
「
地
下
平
民
」
の
役
を
負
担
す
る
の
は
迷
惑
と
主
張
す

る
百
姓
が
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
守
護
夫
役
の
過
重
な
負
担
に
対
応
す
る
た

め
に
、
彼
ら
は
「
新
百
姓
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
三
分
一
の
負
担
が
課
せ
ら

れ
た
。
地
頭
方
在
家
百
姓
（
新
百
姓
）
の
「
地
下
平
民
」
の
課
役
は
負
担
し
な

い
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
「
特
権
」
は
否
定
さ
れ
、
彼
ら
は
惣
百
姓
の
一
部
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
地
頭
方
と
領
家
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
性
格
を
弱
め
て
、

融
合
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
「
特
権
」
を
持
つ
人
は
そ
の
「
特
権
」

を
奪
わ
れ
る
か
、
惣
百
姓
か
ら
排
除
さ
れ
る
か
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注

�

網
野
氏
の
太
良
荘
に
関
す
る
主
要
著
作
を
挙
げ
て
お
く
。
①
『
中
世
荘
園

松
浦：

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
に
つ
い
て

二
一



の
様
相
』
一
九
六
五
年
、
補
注
は
一
九
七
一
年
、
塙
書
房
。
現
在
『
網
野

善
彦
著
作
集
』
第
一
巻
（
二
〇
〇
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
収
録
。
以
下
の

引
用
は
こ
の
著
作
集
に
よ
る
。
②
「
若
狭
国
太
良
荘
」『
中
世
東
寺
と
東

寺
領
荘
園
』
第
Ⅱ
部
第
四
章
、
一
九
七
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。
現
在

『
網
野
善
彦
著
作
集
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
。
以
下
の
引
用

は
こ
の
著
作
集
に
よ
る
。
③
『
海
の
国
の
中
世
』
一
九
九
七
年
、
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
。

�

山
本
隆
志
『
荘
園
制
の
展
開
と
地
域
社
会
』
一
九
九
四
年
、
刀
水
書
店

�

拙
稿
「
太
良
荘
の
得
宗
検
注
に
つ
い
て
」『
史
学
研
究
』
二
一
七
号
、
一

九
九
七
年
。「
若
狭
太
良
荘
に
お
け
る
雲
厳
の
所
領
に
つ
い
て
」『
福
井
大

学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
』
第
Ⅲ
部
、
社
会
科
学
、
五
七
号
、
二
〇
〇
一

年
。「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
」
同
紀
要
、
五
九
号
、
二

〇
〇
三
年
。「
得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方
」
同
紀
要
、
六
一
号
、
二

〇
〇
五
年
。

�

前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
四
一
五
頁

�

同
右
、
四
二
二
頁

�

「
中
世
荘
園
の
様
相
」
二
三
〇
頁

�

東
寺
百
合
文
書
は
函
数
と
番
号
を
記
し
、『
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』

に
収
載
の
文
書
の
う
ち
、
第
一
・
二
巻
お
よ
び
第
四
巻
所
収
の
も
の
は
そ

れ
ぞ
れ
「
一－

」「
二－

」「
四－

」
を
文
書
番
号
に
付
し
た
。『
教
王
護

国
寺
文
書
』
は
「
教
護
」
と
略
し
た
。

�

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
文
で
言
及
し
た
い
が
、
川
人
に
つ
い
て
は
述
べ
る

機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
史
料
と
し
て
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
の
地

頭
方
畠
注
文
（
ハ
四
一
七
）
の
な
か
の
三
段
政
所
屋
敷
の
割
り
注
に
「
此

内
一
段
河
人
畠
給
也
」
と
み
え
る
こ
と
、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
の
地

頭
方
給
主
得
分
算
用
状
（
ハ
七
一
、
四－

六
一
号
）
の
除
分
の
う
ち
に
「
一

斗
五
升

川
人
酒
代
」と
あ
り
、
麦
地
子
の
う
ち「
五
十
文

河
人
酒
代
」

が
控
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。
網
野
氏
は
こ
の
川
人
を
荘
の

南
を
流
れ
る
北
川
の
川
舟
運
送
に
携
わ
っ
た
人
と
見
て
い
る
（
前
掲
『
海

の
国
の
中
世
』
三
三
〇
頁
）。

	

な
お
手
作
畠
五
段
六
〇
歩
は
「
と
い
は
く
」
と
あ
り
地
頭
の
土
居
内
に
あ

っ
て
「
な
つ
ま
き
よ
り
さ
ん
て
ん
あ
る
へ
し
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
地

頭
の
被
官
な
ど
に
割
り
当
て
ら
れ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
頼

国
の
手
作
地
夫
役
徴
発
を
訴
え
た
荘
民
た
ち
は
得
宗
時
代
に
は
年
貢
負
担

の
他
に
は
夫
役
な
ど
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
は
割
り

引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
得
宗
時
代
の
手
作
地
は
こ

う
し
た
被
官
労
働
力
に
依
存
し
て
い
る
割
合
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。




網
野
『
海
の
国
の
中
世
』
二
四
八
頁
。
た
だ
し
「
御
名
田
」
百
姓
一
〇
人

の
内
の
「
讃
岐
房
」
は
公
文
で
あ
っ
た
勧
進
名
主
良
厳
で
地
頭
方
百
姓
と

は
い
え
な
い
。

�

こ
の
散
田
は
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
の
地
頭
方
田
数
百
姓
名
寄
帳
（
と

九
二
）
に
「
散
田
方
」
一
町
八
段
二
七
五
歩
と
し
て
見
え
て
い
る
。

�

「
荘
家
警
固
」
に
関
し
て
は
、
高
橋
典
幸
「
武
家
政
権
と
戦
争
・
軍
役
」

（
同
氏
『
鎌
倉
幕
府
軍
制
と
御
家
人
制
』
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、

所
収
、
一
三
六
頁
以
下
）
が
幕
府
や
荘
園
領
主
に
よ
る
在
地
の
武
力
掌
握

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要

（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

二
二



と
い
う
観
点
か
ら
言
及
し
て
い
る
。

�

網
野
「
中
世
荘
園
の
様
相
」
一
六
六
頁
。
同
『
海
の
国
の
中
世
』
三
二
八

頁
。

�

網
野
「
中
世
荘
園
の
様
相
」
一
七
六
頁

�

網
野
、
同
右
、
一
六
六
頁

�

網
野
『
海
の
国
の
中
世
』
一
五
二
頁

�

た
だ
し
こ
の
七
町
八
段
余
に
は
二
石
佃
七
段
（
得
宗
時
代
に
は
四
段
が
正

し
い
と
思
わ
れ
る
。
文
保
三
年
徴
符
の
佃
は
四
段
で
あ
る
。
教
護
二
八
九

号
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
七
町
八
段
余
の
内
訳
は
地
頭
新
名
五
町
、
新

田
七
段
三
四
〇
歩
、
馬
上
免
二
町
二
八
〇
歩
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
得
宗

地
頭
は
領
家
方
内
に
名
新
田
・
地
頭
田
（
三
郎
丸
名
が
中
心
）
を
設
定
し
、

さ
ら
に
末
武
名
も
地
頭
方
に
取
り
込
ん
で
、
文
保
三
年
の
徴
符
に
よ
れ
ば

一
二
町
二
段
二
九
五
歩
の
田
地
を
支
配
し
て
い
た
。

�

文
保
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
荘
の
公
文
が
良
厳
か
ら
性
範
に
替
わ
り
、

給
主
代
に
願
成
が
任
じ
ら
れ
る
と
い
う
変
化
が
あ
り
、
新
公
文
と
新
給
主

代
の
初
め
て
の
所
務
に
あ
た
り
収
納
す
べ
き
米
銭
を
記
し
た
も
の
が
こ
の

文
保
三
年
徴
符
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
徴
符
は
後
の
暦
応
二
年
（
一
三
三

九
）
に
公
文
職
補
任
を
望
む
願
成
が
年
貢
増
徴
の
た
め
の
資
料
と
し
て
供

僧
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
オ
一
六
）。

�

拙
稿
、
前
掲
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
」

	

拙
稿
、
前
掲
「
得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方
」




浄
覚
房
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い

て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

表
の
名
主
比
定
に
関
す
る
史
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
乗
蓮
・
法
阿
・
弥

王
は
延
文
二
年
一
二
月
一
三
日
河
成
・
不
作
注
進
状
（
ハ
三
九
）、
幸
阿

は
延
文
三
年
三
月
二
日
河
成
・
不
作
注
進
状
（
フ
三
〇
）、
前
大
夫
は
年

未
詳
公
事
銭
注
文
（
教
護
一
二
五
二
号
）
・
（
康
安
元
年
筆
写
）
名
々
年

貢
員
数
注
文
（
ツ
四
六
）、
実
円
は
康
永
二
年
四
月
二
一
日
時
沢
半
名
百

姓
職
補
任
状
（
『
福
井
県
史
』
資
料
編
９
所
収
、
長
英
寺
文
書
一
号
）。

�

富
田
正
弘
「
中
世
東
寺
の
寺
官
組
織
に
つ
い
て
」（
『
史
料
館
紀
要
』
一

三
号
、
一
九
八
五
年
）
所
収
の
表
一
八
、
東
寺
惣
公
文
職
表
に
よ
れ
ば
、

祐
実
は
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
六
月
よ
り
死
没
す
る
文
和
三
年
（
一
三

五
四
）
一
二
月
ま
で
東
寺
惣
公
文
を
勤
め
て
い
た
。



白
河
本
東
寺
百
合
文
書
一
八
六
、
観
応
二
年
一
〇
月
二
五
日
、
足
利
義
詮

御
判
御
教
書

�

延
文
三
年
三
月
に
「
重
広
」
と
い
う
預
所
代
官
が
知
ら
れ
る
が
（
し
二
六

－

一
）、
彼
は
宮
河
弾
正
忠
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
別
人

と
し
て
も
宮
河
と
預
所
代
官
は
「
一
体
」
で
あ
っ
た
（
ハ
四
二
）。
詳
し

く
は
拙
稿
「
南
北
朝
期
若
狭
太
良
荘
と
松
田
知
基
」（
『
福
井
大
学
教
育

学
部
紀
要
』
第
Ⅲ
部

社
会
科
学
、
四
一
号
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

�

拙
稿
「
南
北
朝
期
の
若
狭
太
良
荘
と
守
護
支
配
」『
福
井
県
史
研
究
』
四

号
（
一
九
八
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
四
月
に
実
成
が
地
頭
代
官
（
地
頭
方
所
務
職
）

に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
任
料
は
禅
舜
の
時
に
準
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
（
タ
二
七
、
四－

一
〇
八
号
）、
禅
舜
は
こ
の
こ
ろ
ま
で
地
頭
代

松
浦：

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
に
つ
い
て

二
三



官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

�

網
野
前
掲
「
若
狭
国
太
良
荘
」
四
三
四
頁
以
下

�

錦
織
勤
「
若
狭
国
太
良
荘
地
頭
の
系
譜
に
つ
い
て
」『
史
学
研
究
』
一
三

二
号
、
一
九
七
六
年
。
同
氏
『
中
世
国
衙
領
の
支
配
構
造
』
二
〇
〇
五
年
、

吉
川
弘
文
館
に
収
録
。

�

拙
稿
、
前
掲
「
若
狭
太
良
荘
に
お
け
る
雲
厳
の
所
領
に
つ
い
て
」

�

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
一
一
月
に
も
と
公
文
の
隆
祐
の
給
田
を
子
の
安

信
に
宛
行
う
命
令
は
供
僧
か
ら
地
頭
代
官
禅
舜
へ
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

が
地
下
代
官
教
実
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
フ
二
一
九
、
フ
三
五
、
四－

四

四
・
四
五
号
）。
ま
た
同
年
の
三
郎
丸
名
の
未
進
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
（
タ
一
七
、
四－

四
九
号
）。

�

網
野
氏
は
こ
の
源
俊
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
ろ
矢
野
荘
に
海
老
名
甲
斐
入
道

の
代
官
と
し
て
源
俊
が
見
え
る
と
さ
れ
て
、
源
俊
を
海
老
名
の
代
官
と
さ

れ
て
い
る
（
「
中
世
荘
園
の
様
相
」
二
〇
三
頁
）。
太
良
荘
に
関
す
る
海

老
名
氏
と
し
て
は
康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
二
月
に
半
済
地
を
回
復
し
て

一
円
知
行
に
す
る
と
の
約
束
を
し
た
海
老
名
源
左
衛
門
季
政
が
い
る
が

（
り
六
〇
）、
同
じ
海
老
名
氏
で
あ
っ
て
も
官
途
が
違
う
の
で
、
矢
野
荘

海
老
名
氏
の
代
官
源
俊
と
こ
の
源
俊
は
別
人
で
あ
ろ
う
。
貞
治
六
年
（
一

三
六
七
）
五
月
九
日
の
北
向
殿
口
入
状
に
は
「
わ
か
さ
の
国
た
ら
の
庄
、

に
う
の
し
ゝ
う
な
け
き
申
候
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
ヱ
八
三
、
四－

三
四
号
）、
さ
ら
に
一
八
日
に
重
ね
て
念
を
押
し
て
い
る
文
書
の
端
裏
書

に
「
太
良
庄
預
所
職
」
と
あ
る
（
ヱ
三
〇
九
、
四－

三
六
号
）。
井
ヶ
田

良
治
氏
は
こ
の
「
し
ゝ
う
」（
侍
従
）
を
先
預
所
の
侍
従
房
快
俊
と
解
さ

れ
た
が
（
柴
田
実
編
『
庄
園
村
落
の
構
造
』
一
九
五
五
年
、
創
元
社
、
第

二
編
、
若
狭
国
太
良
庄
、
二
九
九
頁
）、
侍
従
は
「
に
う
」（
丹
生
）
と
い

う
太
良
荘
の
現
地
呼
称
を
持
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
、
丹
生
の
侍
従
と
は
快
俊
で
は
な
く
ま
さ
に
源
俊
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
明
徳
四
年
（
一
三
九
三
）
四
月
か
ら
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）

ま
で
預
所
に
任
命
さ
れ
て
い
た
の
は
慶
信
と
い
う
人
で
あ
っ
た
が
（
オ
八

五
、
四－

二
〇
七
号
、
フ
八
八
、
四－

二
二
一
号
）、
彼
は
応
永
四
年
に

「
先
代
官
侍
従
房
」
と
呼
ば
れ
（
オ
九
三
、
四－

二
二
五
号
）、
彼
が
保

一
色
の
な
か
に
も
っ
て
い
た
三
石
七
斗
は
「
侍
従
房
」
手
作
地
と
さ
れ
て

い
る
（
オ
一
〇
〇
、
四－

二
四
四
号
）。
こ
の
慶
信
は
応
永
四
年
に
寺
家

公
文
快
禅
の
父
に
対
し
「
四
十
余
年
見
参
入
候
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
（
ハ

三
〇
一
、
四－

二
三
二
号
）、
古
く
か
ら
東
寺
公
文
と
関
係
が
あ
る
人
物

で
あ
り
、
同
じ
く
侍
従
を
称
す
る
か
ら
源
俊
と
慶
信
は
同
一
人
と
見
て
よ

い
と
思
う
。

�

東
寺
文
書
、
楽
甲
九
、
四－

六
七
号
。
こ
こ
で
渡
辺
直
秀
が
預
所
職
を
支

配
す
る
こ
と
の
内
容
を
考
え
て
お
き
た
い
。
預
所
職
を
守
護
が
没
収
す
る

以
前
の
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
三
月
に
半
済
が
行
わ
れ
、
領
家
分
は
半

分
の
八
一
石
九
斗
余
と
さ
れ
て
い
る
（
教
護
四
七
〇
号
、
四－

五
号
）。

こ
の
領
家
分
八
一
石
余
は
預
所
職
が
守
護
に
没
収
さ
れ
直
秀
が
預
所
職
を

支
配
し
て
い
る
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
の
領
家
方
散
用
状
に
お
い
て
も

変
わ
ら
ず
、
ま
た
散
用
状
除
分
に
預
所
職
押
領
分
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
（
教
護
五
一
三
号
、
四－

七
七
号
）。
要
す
る
に
直
秀
は
「
預
所
自
名
」

と
さ
れ
る
保
一
色
の
領
家
分
二
町
四
段
の
年
貢
一
九
石
二
斗
を
東
寺
に
納

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

二
四



入
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
オ
四
九
、
四－

五
二
号
）。
直
秀
が
預
所
と
し

て
本
所
方
の
荘
務
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
い
の
で
、
直
秀

が
預
所
職
を
支
配
し
た
と
い
う
の
は
職
務
と
し
て
の
預
所
職
で
は
な
く
、

保
一
色
の
領
家
年
貢
を
納
入
し
た
後
に
残
る
得
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
得
分
は
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
の
預
所
得
分
注
文
（
ア
六
二
）
に

よ
れ
ば
、
保
一
色
四
町
九
段
余
を
支
配
し
、
領
家
に
年
貢
米
三
九
石
三
斗

余
を
納
入
す
る
が
、
こ
の
地
の
交
分
米
を
一
〇
石
七
斗
余
収
納
す
る
こ
と

が
で
き
た（
そ
の
ほ
か
に
公
事
銭
な
ど
六
九
六
五
文
を
得
分
と
し
て
い
た
）。

し
か
し
預
所
阿
賀
丸
殺
害
直
後
の
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
は
保
一
色

の
年
貢
は
五
九
石
九
斗
余
と
さ
れ
て
お
り
（
教
護
四
四
〇
号
）、
こ
れ
は

預
所
の
保
一
色
の
得
分
も
含
め
て
算
定
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

預
所
は
保
一
色
に
対
し
半
済
以
前
は
二
〇
石
余
、
半
済
以
後
は
一
〇
石
の

得
分
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

一
色
氏
の
若
狭
支
配
に
つ
い
て
は
守
護
代
組
織
を
中
心
と
し
た
河
村
昭
一

氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
同
氏
「
南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠

原
氏
に
つ
い
て
」『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
九
、
一
九
八
九
年
。「
若

狭
守
護
一
色
氏
の
在
国
支
配
機
構
」
同
、
一
三
、
一
九
九
三
年
。『
福
井

県
史
』
通
史
編
中
世
、
第
三
章
二
節
な
ど
。

�

預
所
の
得
分
に
つ
い
て
は
拙
稿
、
前
掲
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に

つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

伊
藤
俊
一
「
中
世
後
期
に
お
け
る
「
荘
家
」
と
地
域
権
力
」（
『
日
本
史

研
究
』
三
六
八
号
、
一
九
九
三
年
）
は
、
荘
園
領
主
と
名
主
百
姓
が
形
成

す
る
「
荘
家
」
が
室
町
期
の
守
護
役
の
負
担
組
織
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

�

「
本
主
」
の
解
釈
が
難
し
い
が
、
本
文
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
東
寺
に
夫

役
を
勤
め
て
い
た
百
姓
（
本
百
姓
）
と
考
え
た
。
後
年
の
宝
徳
三
年
（
一

四
五
一
）
一
〇
月
の
百
姓
申
状
（
ハ
四
〇
一
）
に
よ
れ
ば
、
半
済
以
前
は

庭
掃
夫
三
人
を
勤
め
て
い
た
が
、
こ
れ
は
銭
納
九
〇
〇
文
と
な
っ
て
い
た
。

半
済
の
後
に
守
護
夫
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
新
た
に
本
所

分
と
半
済
分
そ
れ
ぞ
れ
が
一
五
人
を
「
臨
時
之
夫
を
守
護
ゑ
取
替
候
」
て

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
九
〇
〇
文
も
「
十
五
人
夫
の
さ
し
あ
わ
せ
に
、

自
寺
家
様
御
免
候
」
と
免
除
さ
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
東
寺
へ
の
夫

役
負
担
は
守
護
夫
役
に
振
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

�

網
野
、
前
掲
「
若
狭
国
太
良
荘
」
四
三
八
頁
。
た
だ
し
網
野
氏
に
は
こ
の

年
の
地
頭
方
引
付
を
見
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

る
。

�

散
田
畠
と
馬
上
免
畠
の
合
計
畠
面
積
は
六
町
九
段
二
〇
歩
と
な
る
。
先
述

の
よ
う
に
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
の
地
頭
方
畠
面
積
は
四
町
八
段
二
八

歩
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
六
町
九
段
余
の
畠
面
積
は
半
済
後
の
本
所
分
の

み
の
面
積
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
こ
の
文
書
は
半
済
以
前

の
文
書
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
所
方
給
主
が
半
済
方

給
主
を
兼
ね
て
い
る
状
態
で
は
、
現
地
支
配
に
お
い
て
は
本
所
方
・
半
済

方
を
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

�

こ
の
分
銭
免
百
姓
八
人
が
尻
高
百
姓
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る

と
、
八
人
の
内
に
一
人
だ
け
肩
書
に
「
太
良
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
明
ら

か
に
尻
高
百
姓
で
は
な
い
。ま
た
馬
上
免
畠
に
は「
シ
リ
タ
カ

道
阿
弥
」

が
七
段
の
畠
を
持
っ
て
い
る
が
、
か
れ
は
「
分
銭
免
」
百
姓
の
な
か
に
は

松
浦：

南
北
朝
期
の
太
良
荘
地
頭
方
に
つ
い
て

二
五



見
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
分
銭
免
」
百
姓
を
尻
高
百
姓
と
見
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

�

こ
こ
で
は
「
最
少
分
の
屋
敷
分
計
」
に
つ
い
て
、「
一
二
〇
歩
の
畠
し
か

持
た
ず
、
そ
の
ほ
か
の
畠
は
持
た
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
部
分
を
「
（
畠
は
何
段
も
持
っ
て
は
い
る
が
）
免
田
と
し
て
は
一
二
〇

歩
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
、
文
字
の
上
か
ら
は

可
能
で
あ
り
、
そ
う
解
釈
す
る
と
分
銭
免
百
姓
も
含
め
て
小
免
畠
を
持
つ

三
七
人
が
在
家
百
姓
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
三
七
人
の
内
に

は
惣
官
（
勧
心
名
）、
豊
前
介
（
貞
国
名
）、
安
主
大
夫
（
時
沢
名
）
の
よ

う
な
領
家
方
の
名
主
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
小
免
畠
を
持
つ
こ
と
が
直

ち
に
地
頭
方
在
家
百
姓
と
い
う
特
定
の
身
分
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

く
な
る
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
五
、
二
〇
〇
九

二
六


