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新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
八
十
一

 　

都
筑
郡
之
一　

　
　
　

 
 

郡
圖　
（
略
）

 
 

總
説      

都
筑
郡
は
、
其
名め

い
ぎ義

の
起

お
こ
り

を
詳

つ
ま
び
ら
かに

せ
ず
、
又
國
史
等
に
も
こ
の
郡
名
の
あ
ら
は
る
ゝ

も
の
を
い
ま
だ
み
ず
、【
萬
葉
集
】
に
天

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
ほ
う（
七
五
五
）

平

勝

寶
七　

な
な
と
せ歳

乙
き
の
と
ひ
つ
じ未

二
月
二
十
日
、

武む
さ
し
の
く
に
の
こ
と
り

藏
國
部
領
防

さ
き
も
り
づ
か
い
の
ま
つ
り
ご
と
び
と

人

使

椽

正
お
ほ
き
む
つ
の
く
ら
ゐ
の
か
み
の
し
な

六

位

上
安　

あ
づ
み
の
す
く
ね

曇
宿
禰
三　

み
く
に
　

國
が
進

た
て
ま
つ
れ
る
う
た

歌
二
十
首

の
内
に
、
都

つ
づ
き
の
こ
ほ
り

筑
郡
上

か
み
つ
よ
ぼ
ろ

丁
服は

と
り
の部

於お
　
ゆ由

が
詠え

い

す
る
所
の
歌
を
古

い
に
し
えと

せ
ん
か
、
當
郡
は
國

の
中
央
よ
り
い
は
ゞ
、
南
の
方か

た

に
あ
た
れ
り
、
其
郡
の
南
は
相
模
國
鎌
倉
郡
に
接
せ

り
、
そ
の
餘よ

の
接せ

っ
か
い界

多お
お
くは

橘
樹
郡
の
村
々
に
か
ゝ
り
て
犬け

ん
が牙

せ
り
、
上
代
の
界か

い
い
き域

を

考か
ん
が
うる

に
、
そ
の
地
の
さ
ま
變へ

ん
か
く革

多
く
し
て
、
古

い
に
し
えの

こ
と
は
證あ

か

す
べ
き
も
の
も
少

す
く
な

け

れ
ば
、
今
よ
り
は
知
べ
か
ら
ざ
れ
ど
、【
和
名
鈔
】
に
載の

す

る
所
の
地
名
を
以も

て
今
の

地
理
を
察
す
る
に
、
東
の
方
よ
り
南
に
い
た
り
て
は
、
そ
の
か
み
よ
り
地
形
も
甚

は
な
は
だ

變へ
ん
か
く革

あ
り
し
に
や
、
今
の
郡
中
の
村
に
、
昔
は
橘
樹
・
久
良
岐
の
兩
郡
に
屬ぞ

く

せ
し

と
お
ぼ
し
き
も
の
あ
り
、
ま
づ
本
郡
に
現
存
の
高
田
村
は
、【
和
名
鈔
】
橘
樹
郡
の

鄕
名
に
の
す
る
高
田
な
る
べ
し
、
又
上
星
川
村
と
唱と

な

ふ
る
は
、
久
良
岐
郡
に
屬ぞ

く

せ
り
、

今
久
良
岐
郡
の
地
は
南
の
方
に
よ
り
て
、
其

そ
の
あ
い
だ間

に
橘
樹
郡
の
地
わ
づ
か
に
は
さ
ま
り

て
あ
れ
ば
久
良
岐
郡
は
今
接せ

っ
ち地

と
は
な
ら
ざ
る
な
り
、
さ
れ
ど
【
正し

ょ
う
ほ
う
げ
ん
ろ
く

保
元
祿
の
圖ず

】

に
は
す
べ
て
接
し
て
み
ゆ
れ
ど
、
夫そ

れ

よ
り
後
の
沿
革
な
り
、
わ
づ
か
の
年
代
に
て
す

ら
斯か

く

の
如ご

と

し
、
又
郡
の
東
北
に
か
ゝ
り
て
は
、
皆
橘
樹
郡
に
交

ま
じ
わ

り
、
乾

い
ぬ
い

の
方か

た

は
多
磨
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郡
に
し
て
、
南
は
相
模
國
鎌
倉
郡
に
つ
ゞ
け
り
、
郡
の
廣

こ
う
き
ょ
う狹

は
其そ

の

さ
ま
數す

う
ぐ
ん郡

に
犬け

ん
が牙

し
た
れ
ば
詳

つ
ま
び
ら
かに

辨べ
ん

し
が
た
け
れ
ど
、
凡

お
よ
そ

東
西
へ
三

（
約
一
二
㎞
）

里
に
す
ぎ
ず
、
南
北
は
四（

約
一
八
㎞
）

里
半

に
餘あ

ま

れ
り
、
土
地
は
す
べ
て
陸は

た
け田

山
林
多
け
れ
ば
、
谷
間
の
平

た
い
ら

か
な
る
處

と
こ
ろ

を
え
ら

み
て
水

た

田
を
開
き
、
又
西
の
方
多
磨
郡
に
つ
ゞ
き
た
る
處
は
、
小
山
連つ

ら
な

り
て
土
地

も
高
く
、
東
の
方
橘
樹
郡
へ
は
自

お
の
ず
から

な
だ
れ
に
卑ひ

く

き
所
に
郡ぐ

ん
か
い界

せ
り
、
土ど

し
ょ
う性

多
　
お
お
くは

眞ま
つ
ち土

な
り
、
郡
中
相
模
國
へ
の
往お

う
か
ん還

二
條
か
ゝ
れ
り
、
其
一
條
を
相
州
中
原
道
と
云
、

郡
内
中
央
を
經
る
こ
と
大た

い
て
い抵

三
（
約
一
二
㎞
）

里
に
あ
ま
れ
り
、
又
一
條
を
相
模
國
矢
倉
澤
道
と
云い

う

、

こ
れ
も
本
郡
中
央
よ
り
少

す
こ
し

く
西
北
に
か
ゝ
れ
り
、
郡
内
を
す
ぐ
る
こ
と
二（

約
一
〇
㎞
）

里
半
許ば

か
り、

 

鄕　

名

【
和
名
鈔
】
所
載
鄕
名
五
並
驛う

ま
や家

餘あ
ま
る
べ戸

餘あ
ま
る
べ戸　

餘
戸
は
、
鄕
名
に
は
あ
ら
ず
、
令

り
ょ
う
し
き式

に
據よ

る

に
、
一
鄕
五
十
戸
の
限

か
ぎ
り

に
出

て
、
し
か
も
別
に
一
鄕
建た

て

る
に
は
、
亦ま

た

戸こ
す
う數

足
ざ
る
と
き
其
割わ

り
あ
ま
り

餘
を
別べ

つ
く區

と

し
て
餘
戸
と
云
な
り
、
或

あ
る
い
わ
く曰

、
あ
ま
り
べ
と
訓く

ん

す
べ
し
と
、
他
郡
こ
れ
に
傚な

ら

へ
、

按あ
ん
ず
るに

當
郡
の
餘
戸
は
、
今
の
久
良
岐
・
橘
樹
接せ

っ
か
い界

の
所
な
ら
ん
、
府ふ

を
上か

み

と

し
て
次
第
に
鄕
を
置
と
き
は
、
其
邊

あ
た
り

最
後
に
あ
た
る
、
又
是こ

こ

を
久
良
岐
郡
の

方
よ
り
次
第
す
る
時
は
、
郡ぐ

ん
し
ゅ首

に
在あ

る

べ
き
な
り
、

店て
ん
や
・
ま
ち
や
？

屋　

此
店
屋
と
い
へ
る
は
、【
兵ひ

ょ
う
ぶ
し
き

部
式
】
驛え

き

傳て
ん
ま
の
じ
ょ
う

馬
條
に
も
み
へ
た
れ
ど
、
今

村
名
に
も
殘
ら
ざ
れ
ば
、
い
づ
れ
の
地
と
云
こ
と
を
指さ

し

て
知
べ
か
ら
ず
、
今

按あ
ん

す
る
に
、
橘
樹
郡
三さ

ん
ま
い
ば
し
む
ら

枚
橋
村
の
小こ

　
な名

に
、
て
ん
や
と
唱と

な

ふ
る
所
あ
り
、
ま

た
神
奈
川
の
靑
木
町
に
も
お
な
し
名
の
小
名
あ
り
、
此
も
三
枚
橋
に
近
け
れ

ば
、
か
た
が
た
廣
き
所
を
い
へ
る
と
み
ゆ
、
是
古

い
に
し
えの

店
屋
の
あ
と
な
り
し
や
、

是
も
み
な
當
郡
に
程
近
き
所
な
れ
ば
、
全す

べ

く
後
に
變へ

ん
か
く革

せ
し
物
な
ら
ん
か
、

【
廣
狹
】（
こ
う
き
ょ
う
）
広
い
こ
と
と
狭
い
こ
と
。

広
さ
と
狭
さ
。
ま
た
、
広
さ
の
程
度
。『
広
辞
苑
』

【
犬
牙
】（
け
ん
が
）
犬
の
き
ば
が
互
い
に
い
り
ち
が
っ

て
い
る
よ
う
に
、
土
地
の
境
界
な
ど
が
い
り
ち
が
っ

て
い
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』

【
な
だ
れ
】
斜
め
に
傾
い
て
い
る
こ
と
。
傾
斜
。
特
に
、

山
や
川
岸
な
ど
の
傾
斜
し
て
い
る
所
。
傾
斜
面
。
傾

斜
地
。『
広
辞
苑
』
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驛う
ま
や家　

こ
れ
も
其

そ
の
と
こ
ろ所

を
し
ら
ず
、【
延え

ん
ぎ
ひ
ょ
う
ぶ
し
き

喜
兵
部
式
】
の
條
を
閲け

み

す
る
に
、
當
郡
店

屋
驛
馬
十
疋ぴ

き

、
傳て

ん
ま馬

五
疋ひ

き

と
載の

す

る
も
の
は
、
則

す
な
わ
ち

驛
家
と
同
所
な
る
に
や
、
さ

も
あ
ら
ば
今
の
三
枚
橋
村
靑
木
町
の
邊

あ
た
り

な
る
べ
し
、
又
地
理
を
以も

て
驛う

ま
や家

の

順
を
考
ふ
る
に
、
往い

に
し
え古

は
相
模
國
高
坐
郡
鹽し

お
だ田

の
驛
家
よ
り
、
本
郡
の
驛
に

か
ゝ
り
て
荏
原
郡
大
井
驛
に
通
じ
た
り
と
見
ゆ
、

立
野
多た

ち
の

知
乃　

此
鄕
は
上
代
牧ま

き
ば場

な
り
と
み
ゆ
れ
ば
、
殊こ

と

に
廣
き
所
な
る
べ
し
、
す

で
に
【
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
】
左さ

め
り
ょ
う

馬
寮
の
御み

ま
き牧

に
、
武
藏
國
立
野
牧
と
し
る
し
て
、
當
國

貢み
つ
ぎ

の
御み

　
ま馬

は
立た

ち
の
ま
き

野
牧
よ
り
二
十
疋ぴ

き

を
出
す
と
い
へ
り
、
さ
れ
ば
立
野
の
貢く

　
め馬

の
こ
と
は
古
く
よ
り
和
歌
に
よ
め
り
、【
後
撰
集
】
に
兼
輔
朝
臣
左さ

こ
ん
の
し
ょ
う
し
ょ
う

近
少
將
に

侍は
べ

り
け
る
時
、
武
藏
の
御み

　
ま馬

む
か
へ
に
ま
か
り
立た

つ
ひ日

、
に
わ
か
に
さ
ゝ
る
こ

と
あ
り
て
、
か
は
り
に
同
じ
つ
か
さ
少
將
に
て
迎
ひ
に
ま
か
り
て
、
逢お

う
さ
か坂

よ

り
随ず

い
じ
ん身

を
か
へ
し
て
い
ひ
お
く
り
侍は

べ

り
け
る
、
藤
原
忠
房
が
歌
に
、
秋あ

き
ぎ
り霧

の

立
野
の
駒こ

ま

を
ひ
く
と
き
は
、
心
に
の
り
て
君
そ
こ
ひ
し
き
、
と
代よ

　
よ々

の
人
も

此
地
名
を
以
て
詠え

い

し
出
せ
り
、【
拾

し
ゅ
う
が
い
し
ょ
う

芥
鈔
】
に
も
、
武
藏
國
馬ま

　
き牧

五
ヶ
所
の
内

立
野
と
載の

せ

た
り
、
或あ

る
い
う云

、
橘
樹
郡
駒こ

ま
ば
や
し林

駒こ
ま
お
か岡

な
ど
稱

し
ょ
う

す
る
地
は
、
當
時
本
郡

【
延
喜
式
】（
え
ん
ぎ
し
き
）
平
安
中
期
の
法
典
。

五
〇
巻
。
延
喜
五
年
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ
り
藤
原
時

平
、忠
平
ら
が
編
集
。
延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
完
成
。

弘
仁
式
、
貞
観
式
以
降
の
式
を
取
捨
し
、
集
大
成
し

た
も
の
。
康
保
四
年
（
九
六
八
）
施
行
。『
広
辞
苑
』

【
御
牧
】（
み
ま
き
）
古
代
の
朝
廷
の
直
轄
牧
場
。
左

右
馬
寮
の
所
管
で
甲
斐
・
武
蔵
・
信
濃
・
上
野
な
ど

の
国
々
に
あ
っ
た
。『
広
辞
苑
』

【
後
撰
和
歌
集
】（
ご
せ
ん
わ
か
し
ゅ
う
）
平
安
中
期

の
二
番
目
の
勅
撰
集
。
二
〇
巻
。
天
暦
五
年（
九
五
一
）、

村
上
天
皇
の
勅
命
で
和
歌
所
が
置
か
れ
、
藤
原
伊
尹

が
別
当
に
、
大
中
臣
能
宣
、
清
原
元
輔
、
源
順
、
紀

時
文
、
坂
上
望
城
の
い
わ
ゆ
る
梨
壺
の
五
人
が
撰
者
と

な
り
、
天
暦
一
〇
年
前
後
に
成
立
し
た
。
紀
貫
之
、
伊
勢
、

凡
河
内
躬
恒
ら
二
二
〇
人
余
り
の
歌
約
一
四
二
〇
首

を
、
四
季
、
恋
、
雑
な
ど
一
〇
部
に
分
類
し
収
録
し
た

も
の
。
私
的
な
贈
答
歌
が
多
く
、
歌
物
語
的
な
傾
向
が

見
ら
れ
る
。
後
撰
集
。『
広
辞
苑
』

【
逢
坂
】（
お
う
さ
か
）
滋
賀
県
大
津
市
逢
坂
山
に
あ
っ

た
関
所
。
大
化
二
年
頃
の
設
置
と
い
わ
れ
、
三
関
の

一
つ
。
東
海
道
、
東
山
道
の
京
都
へ
の
入
り
口
に
あ

た
る
要
所
。
東
関
。『
広
辞
苑
』

【
拾
芥
鈔
】（
し
ゅ
う
が
い
し
ょ
う
）
歳
時
・
文
学
・
風
俗
・

官
位
・
典
礼
・
国
郡
・
神
仏
・
衣
食
・
吉
凶
な
ど
有

職
故
実
に
関
す
る
事
典
。
三
巻
。
漢
文
体
。
洞
院
公

賢
編
。
孫
の
実
煕
が
増
補
し
た
と
い
う
。
鎌
倉
末
期

に
成
る
。『
広
辞
苑
』
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に
屬
し
て
牧ま

き

あ
り
し
舊

き
ゅ
う
せ
き蹟

な
れ
ば
、
其
名
の
遺の

こ

り
し
な
ら
ず
や
、
三
村
と
も

本
郡
に
い
と
近
き
う
へ
、
川
に
添そ

い

た
る
地
な
れ
ば
、
牧ま

き

あ
り
し
と
も
云
へ
し
と
、

未い
ま
だ

其
正
し
き
據

よ
り
ど
こ
ろを

き
か
ず
、

針
折
罰は

さ
く

佐
久　

此
鄕
名
も
正
し
き
こ
と
を
傳
へ
ず
、
按あ

ん

す
る
に
今
の
八は

っ
さ
く
む
ら

朔
村
も
し
く

は
遺い

め
い名

な
る
べ
し
、
八
朔
は
郡
の
中
央
に
あ
り
、
か
の
村
の
條
に
も
出
せ
し
如

く
、
後
に
い
つ
の
頃
に
や
八
朔
と
書
改
め
し
な
ら
ん
、
元げ

ん
き
え
い
ろ
く
　

龜
永
祿

の
　（
一
五
五
八
～
七
三
）

頃

も

今
の
文
字
に
書
來き

た

れ
ば
、
古
き
こ
と
な
る
べ
し
、

高
幡
多た

か
は
た

加
波
多　

此
鄕
名
も
今
存
せ
ず
、
按

あ
ん
ず

る
に
、
隣
郡
多
麿
郡
に
高
畑
村
あ
り
、
か

の
郡
中
南
の
方
に
よ
り
て
、
當
郡
の
端は

し

よ
り
は
徑け

い

二
（
約
八
㎞
）里

に
あ
ま
れ
る
所
な
り
、

又
荏
原
郡
に
も
高
畑
村
あ
れ
ど
、
地
形
を
以も

て
考
ふ
る
に
、
昔
は
橘
樹
郡
本

郡
の
東
の
方
へ
か
ゝ
り
、
多
磨
郡
も
橘
樹
郡
と
犬け

ん
が牙

し
た
れ
ば
、
荏
原
郡
高

畑
村
へ
は
地
勢
も
自

お
の
ず

か
ら
隔

へ
だ
た

り
た
ら
ば
、【
和
名
抄
】
に
載の

す

る
と
こ
ろ
の
鄕
名

は
則
多
磨
郡
な
る
べ
け
れ
ば
爰こ

こ

に
の
せ
ず
、

幡
屋
波は

た
の
や

多
乃
也　

此
鄕
名
は
、
今
村
名
小こ

　
な名

等
に
も
殘
ら
ざ
れ
ば
、
何い

ず

れ
の
地
と
云
事

を
知
ら
ず
、
以
上
【
和
名
抄
】
に
載の

す

る
所
な
り
、

中
古
所
唱

小こ
づ
く
え机　

此
鄕
の
説
は
、
既
に
橘
樹
郡
に
辨べ

ん

せ
り
、
今
本
郡
小
机
鄕
を
稱

し
ょ
う

す
る
は
、

西に
し
は
っ
さ
く

八
朔
・
上
菅
田
二
村
の
み
な
れ
ど
、
古

い
に
し
えは

廣
く
及
び
た
る
名
な
る
べ
し
、

麻あ
そ
う生　

此
鄕
名
を
か
う
ふ
る
も
の
、
王お

う
ぜ
ん
じ

禪
寺
・
萬ま

ん
ぷ
く
じ

福
寺
の
二
村
に
限
れ
り
、
さ

し
て
古
く
よ
り
唱と

な

へ
し
こ
と
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
、
天

て
ん
し
ょ
う正

十　（
一
五
八
四
）

二
年
王
禪

寺
へ
、
北
條
氏う

じ
な
お直

の
あ
た
へ
し
文
書
に
も
見
ゆ
、
是こ

の
の
ち後

麻あ
そ
う
む
ら

生
村
の
内
よ
り
分

れ
し
王
禪
寺
村
な
れ
ば
、
こ
の
鄕
名
を
唱と

な

ふ
る
な
ら
ん
、

片か
た
ひ
ら平　

古
澤
村
の
み
此
鄕
名
を
唱
ふ
、
隣
村
片
平
村
よ
り
分
れ
し
地
に
て
、
其

名
を
襲

よ
そ
お

へ
る
に
や
、片
平
村
は
【
小
田
原
役
帳
】
に
小
机
片
平
鄕
と
載の

せ

た
れ
ば
、

昔
は
鄕
と
も
稱

し
ょ
う

せ
し
な
ら
ん
、
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庄　

名

中
古
所
唱

師も
ろ
お
か岡　

此
師
岡
の
地
は
、
古

い
に
し

へ
久
良
岐
郡
に
屬ぞ

く

せ
し
な
る
べ
し
等
の
説
は
、
既

に
久
良
岐
郡
鄕
名
の
條
、
及
橘
樹
郡
庄
名
の
條
に
辨べ

ん

せ
り
、
今
本
郡
此
庄
に

屬
せ
し
と
云
も
の
十
九
村
あ
り
、

小こ
づ
く
え机　

郡
の
中
央
よ
り
東
の
方
に
つ
ゞ
き
、
此
庄
名
を
か
う
ふ
る
も
の
十
四
村
、

及
【
小
田
原
役
帳
】
に
小
机
某
と
記し

る

せ
し
も
の
六
村
、【
文

（
一
五
九
二
～
九
六
）　

禄
年
中

改
　
あ
ら
た
めの

古こ
　
き記

】
に
小
机
内
と
書
し
も
の
二
村
、
又
昔
小
机
百
八
村
の
内
な
り
し
と
云

も
の
三
村
あ
り
、
是こ

れ
ら等

皆
庄
の
内
な
る
べ
し
、
橘
樹
郡
小
松机

村
の
邊

あ
た
り

に
、
此

庄
名
を
唱
ふ
る
も
の
十
餘よ

村
あ
り
、

榛は
ん
が
や谷　

今
こ
の
庄
名
を
呼よ

ぶ

も
の
四
村
、
又
橘
樹
郡
程
谷
宿
の
邊

あ
た
り

に
も
、
此
庄
に

か
ゝ
れ
る
も
の
五
六
村
、
郡
中
二
股
川
村
の
小こ

　
な名

に
も
榛
谷
と
云
と
こ
ろ

あ
り
、
昔
鎌
倉
右う

だ
い
し
ょ
う

大
將
頼
朝
の
頃
、
當
國
の
住
人
稻い

な
げ
さ
ぶ
ろ
う
し
げ
な
り

毛
三
郎
重
成
・
其
弟

榛は
ん
が
や
し
ろ
う
し
げ
と
も

谷
四
郎
重
朝
と
、
同
じ
く
父
が
讓

ゆ
ず
り

を
受う

け

、
こ
の
ほ
と
り
の
地
を
分
ち
て
領し

ら

せ
し
と
み
ゆ
、
古
く
よ
り
の
在

ざ
い
み
ょ
う名

に
し
て
、
後
庄
名
に
唱
へ
し
な
る
べ
し
、

又
或
書
に
は
榛
谷
の
御み

く
り
や厨

と
し
る
せ
し
も
の
も
あ
れ
ば
、
古
へ
御
厨
の
地
に

あ
て
ら
れ
し
こ
と
も
し
る
べ
し
、
又
橘
樹
郡
保
土
谷
宿
の
内
、
岩
間
町
の
鎭

守
神
明
社
に
納

お
さ
む

る
、
天て

ん
ぶ
ん文

二（
一
五
五
五
）

十
四
年
し
る
せ
し
縁
起
に
も
、
榛
谷
御
厨
庄
と

あ
り
、
か
の
社
、
元げ

ん
な和

五
（
一
五
五
五
）

年
修
理
の
棟む

な
ふ
だ札

に
、
武
藏
國
榛
谷
御
厨
八
鄕
と
も

み
え
た
れ
ば
、
榛
谷
の
地
は
廣
き
こ
と
又
し
る
べ
し
、
又
御
厨
鄕
と
云
も
の

二
村
、
御
厨
屋
庄
と
云
も
の
一
村
、
是
も
榛
谷
の
内
な
る
べ
し
、

小お

や

ま

だ

山
田　

此
庄
名
、
郡
中
に
て
は
王お

う
ぜ
ん
じ
む
ら

禪
寺
村
に
の
み
唱と

な

ふ
れ
ど
、【
小
田
原
役
帳
】

に
は
小
山
田
庄
黑
川
と
記し

る

し
た
れ
ば
、
猶な

お

他
村
に
も
及
び
し
名
な
る
べ
し
、

【
か
う
ふ
る
】
こ
う
む
る
被
る
・
冠
る
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此
二
村
も
と
よ
り
郡
の
北
に
よ
り
た
る
村
な
れ
ば
、
多
磨
郡
小
山
田
村
よ
り

起
り
し
庄
名
の
本
郡
に
も
及
び
し
も
の
か
、
猶

詳
つ
ま
び
ら
かな

る
事
は
多
磨
郡
庄
名
の

條く
だ
り下

に
つ
い
て
見
る
べ
し
、

根　
ね
　
ご
　
や
　

古
屋　

新に
っ
ぱ
む
ら

羽
村
の
み
此
庄
名
を
唱と

な

ふ
、
隣
郡
小
机
古こ

る
い壘

の
地
に
近
け
れ
ば
、

た
ま
た
ま
根
古
屋
と
い
へ
る
に
や
、
根
古
屋
と
云
は
壘る

い
さ
い砦

の
通

つ
う
し
ょ
う稱

な
り
と
云
、

今
所
唱

　

神
奈
川　

村
三
十
五

　

小
机　
　

村
二
十
五

　

未
勘　
　

村
十
三

 

村　

數

七
十
三
村　

右
件く

だ
ん

の
村
は
、
今
現
在
の
數
な
り
、
正

し
ょ
う
ほ
う保

年
中
改

あ
ら
た
め

に
は
、
村
數

七
十
一
村
と
あ
り
、
元げ

ん
ろ
く禄

十（
一
七
〇
二
）

五
年
の
改
正
に
は
、
上か

み
し
も下

に
分
ち
四
村
を
ま
し
て

七
十
五
村
と
な
れ
り
、
其
後
今
宿
新
田
村
本
宿
新
田
二
股
川
村
新
田
等
は
持も

ち
ぞ
え添

と
云
も
の
ゝ
如
く
に
し
て
、
二
股
川
本
宿
の
兩
新
田
は
、
二
股
川
村
に
屬
し
、

今
宿
村
新
田
は
、
今
宿
村
に
入い

り

た
れ
ば
、
此
村
名
を
減へ

ら

し
、
岡
上
村
新あ

ら
い
し
ん
で
ん

井
新
田

等
出で

き
て
、
今
の
村
數
に
及
べ
り
、

 

山　

川

鶴
見
川　

多
磨
郡
三
輪
村
よ
り
入い

り

、
寺じ

　
け家

・
鴨　

か
も
し
だ
　

志
田
・
上か

み
た
に
も
と

谷
本
・
佐さ

　
え
　
ど

江
戸
・
池い

け
べ邊

・

川か
わ
む
こ
う

向
・
新
羽
等
の
數
村
を
經
て
、
橘
樹
郡
太ふ

と
お
む
ら

尾
村
に
達
す
、
谷
本
の
邊

あ
た
り

に
て
は
、

谷
本
川
と
も
唱と

な

ふ
、

恩お
ん
だ
が
わ

田
川　

水み
な
か
み上

は
多
磨
郡
成
瀬
村
よ
り
入
、
恩お

ん
だ田

・
西に

し
は
っ
さ
く

八
朔
・
小
山
・
靑
砥
の
村
々

を
す
ぎ
て
鶴
見
川
に
合が

っ

す
、

【
古
壘
】（
こ
る
い
）
ふ
る
い
と
り
で
。
昔
の
城
壁
。
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帷
子
川　

此
は
水み

な
か
み原

郡
中
二
股
川
村
に
て
、
谷
々
の
淸
水
合
し
、
夫そ

れ

よ
り
の
流り

ゅ
う
は派

二ふ
た
す
じ條

に
分
れ
り
、
下
流
は
川
島
・
上
星
川
の
二
村
に
か
ゝ
り
て
、
橘
樹
郡
の
内
帷

子
川
に
い
る
、
二
股
川
村
の
内
に
て
は
二
股
川
と
唱

と
な
え

り
、
二
股
川
の
名
は
東

あ
ず
ま
か
が
み鑑

等
の
書
に
も
の
せ
て
人
の
し
る
所
な
り
、

 

原は
　
ら
　
の

　

野

都つ
づ
き
の
は
ら

筑
原
附
都
筑
岡　

此
原
は
當
國
の
名
所
に
し
て
、
世
に
し
る
所
な
れ
ど
、
今
其
地
は
さ

し
て
知
べ
か
ら
ず
、
昔
は
限
り
も
な
き
廣こ

う
げ
ん原

な
り
と
見
へ
し
か
ど
、
後
土
地
も

開
け
て
今
は
原
と
云
べ
く
も
な
け
れ
ば
、
自

お
の
ず
から

此こ
の

名み
ょ
う
も
く

目
を
失う

せ
る
な
り
、
已す

で

に

僧
顯
昭
が
歌
に
、

 
 

武
藏
野
の
草
の
ゆ
か
り
に
問
わ
ひ
す

 
 

 
 

 

都
筑
の
原
の
雪
の
夕
暮

　

と
も
詠え

い

し
出
せ
り
、
又
都
筑
岡
と
云
も
、
今
村
民
そ
の
所
を
傳つ

た

へ
ざ
れ
ど
、
す

べ
て
多
磨
郡
に
つ
ゞ
き
た
る
地
な
れ
ば
、
小
山
か
さ
な
り
て
連
綿
た
る
岡
な
り
、

さ
れ
ば
其

そ
の
と
こ
ろ處

を
さ
し
て
は
辨弁

し
が
た
け
れ
ど
、
廣
く
呼
な
せ
し
物
な
る
べ
し
、

夫
木
集
藤
原
光
俊
が
歌
に
、

 
 

い
か
に
せ
ん
つ
ゝ
き
の
岡
の
葛
の
葉
の

 
 

 
 

 

う
ら
み
て
後
は
又
も
か
へ
ら
ず

　

と
あ
る
も
郡
中
の
地
名
を
詠え

い

せ
し
物
な
ら
ん
か
、
此
光
俊
は
建

け
ん
ち
ょ
う（
一
二
四
九
～
五
六
）

長
の
頃
の
人

な
り
、

【
廣
原
】（
こ
う
げ
ん
）
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
。『
広

辞
苑
』

【
夫
木
集
】（
ふ
ぼ
く
し
ゅ
う
）「
夫
木
和
歌
抄
」
の
略

称
。
鎌
倉
後
期
の
私
撰
和
歌
集
。
三
六
巻
。
藤
原
長

清
撰
。
延
慶
三
年
頃
成
立
か
。「
万
葉
集
」
以
降
の
家

集
・
私
撰
集
・
歌
合
な
ど
か
ら
従
来
の
撰
に
も
れ
た

一
七
三
五
〇
首
余
り
の
和
歌
を
収
録
し
、
四
季
・
雑

の
部
立
に
よ
っ
て
類
題
し
た
も
の
で
、
歌
謡
や
俗
語

方
言
を
使
っ
た
歌
、
散
逸
歌
集
の
歌
な
ど
も
収
録
し

て
い
る
。『
広
辞
苑
』
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土ど

　
さ
　
ん

　

産

柿　

禪
寺
丸
と
稱
し
て
、
王
禪
寺
村
よ
り
出
る
も
の
を
尤

も
っ
と
もよ

し
と
す
、
今
は
そ
こ
に

も
か
ぎ
ら
ず
、
を
し
な
べ
て
此

こ
の
あ
た
り邊

を
産
と
す
、
村
民
江
戸
へ
運
び
て
餘よ

ぎ
ょ
う業

と
せ
り
、

其
實み

の
味
す
ぐ
れ
て
美び

な
り
、
も
と
王
禪
寺
丸
と
唱と

な

ふ
べ
き
を
、
上か

み

略
し
て
禪

寺
丸
と
の
み
よ
べ
り
、
形
も
他
の
柿
と
は
異
な
り
、

黑
川
炭　

黑
川
炭
と
唱
ふ
る
こ
と
は
、
黑
川
村
よ
り
出
る
を
も
て
な
れ
ど
、
今
は

其
村
に
も
か
ぎ
ら
ず
、
此
ほ
と
り
よ
り
し
て
多
磨
郡
に
も
及
べ
り
、
村
民
農
業

の
暇

い
と
ま

に
、
毎
年
九
月
よ
り
焼
始
て
翌
年
三
月
を
限
り
と
せ
り
、

新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
八
十
一
終
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新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
八
十
二

 　

都
筑
郡
之
二　

神
奈
川
領

神
奈
川
領
は
、
郡
内
南
の
方
に
あ
り
て
小
机
領
と
相あ

い
せ
っ接

し
、
又
橘
樹
郡
に
も
ま
た
が

れ
り
、
方ほ

う
い位

も
詳

つ
ま
び
ら
かに

は
分わ

か

ち
が
た
け
れ
ど
、
試

た
め
し

に
い
は
ゞ
、
南
の
方
相
模
國
鎌
倉

郡
の
界さ

か

ひ
よ
り
、
本
郡
の
中
央
に
至
り
、
小
机
領
と
交ま

じ

は
り
、
夫そ

れ

よ
り
東
の
方
は
橘

樹
郡
の
内
本
郡
に
て
唱と

な

ふ
る
神
奈
川
領
に
つ
ゞ
き
、
西
の
方
は
相
模
國
鎌
倉
郡
ま

た
多
磨
郡
に
も
交
は
れ
り
、
す
べ
て
こ
の
領
中
に
屬
す
る
所
三
十
五
村
に
及
べ
り
、

◎
今い

ま
い
む
ら

井
村　

今
井
村
は
、
郡
の
巽

た
つ
み

の
方
に
あ
り
、
江
戸
日
本
橋
よ
り
九
里
の
行
程
な

り
、
今
は
鄕
庄
共
に
唱

と
な
え

を
失
ふ
よ
し
を
い
へ
ど
、
昔
土ど

ぞ
く俗

に
小
机
百
八
鄕
と
號ご

う

し
て
、

す
べ
て
百
八
村
あ
り
、
當
村
も
そ
の
一
な
り
と
云
、【
小
田
原
家
人
役
帳
】
に
、
小

机
の
内
今
井
と
し
る
し
、
且か

つ

其
頃
は
當
所
十
八
貫
五
百
文
を
谷
泉
が
知ち

ぎ
ょ
う行

に
し
て
、

こ
れ
小
幡
某
が
元
知
行
な
り
し
こ
と
を
も
し
る
せ
り
、
御ご

に
ゅ
う
こ
く

入
國
の
後
、
天

て
ん
し
ょ
う正

十（
一
五
九
一
）

九
年

有
田
九
郎
兵
衞
吉
貞
に
、
當
村
百
二
十
六
石
九
斗
の
地
を
賜た

ま

へ
り
、
其
時
も
尚
小
机

領
に
屬
せ
し
よ
し
、
彼
の
家か

　
ふ譜

に
い
へ
り
、
今
に
至
り
て
そ
の
子
孫
播
磨
守
貞
勝

知
行
せ
り
、
又
正し

ょ
う
ほ
う保

年
中
國こ

く
ず圖

改
定
あ
り
し
時
の
記
録
を
閲け

み

す
る
に
、
小こ

も
の
な
り

物
成
は

伊
奈
半
十
郎
が
御
代
官
所
へ
收お

さ

む
と
あ
り
、
さ
れ
ど
今
は
そ
れ
ら
の
事
な
し
、
村
名

の
起
り
は
、
昔
木
曾
義
仲
の
家け

に
ん人

、
今
井
四
郎
兼
平
が
住

じ
ゅ
う

せ
し
地
な
れ
ば
な
ど
云い

い
つ
た傳

ふ
れ
ど
、
證

あ
か
し

と
す
べ
き
こ
と
な
し
、
恐
く
は
今
井
と
云
に
よ
り
、
兼
平
が
舊旧

名
な
る

を
も
て
、
か
く
附ふ

か
い會

せ
し
に
や
、
村
の
四し

き
ょ
う境

、
東
は
橘
樹
郡
神
戸
町
及
び
佛
向
の
二

村
に
し
て
、
西
よ
り
南
へ
は
保
土
谷
宿
、
又
相
州
鎌
倉
郡
品
野
村
に
接
し
、
北
は
郡

【
小
物
成
】（
こ
も
の
な
り
）
江
戸
時
代
、
田
畑
に
対

す
る
本
年
貢
を
本
途
物
成
と
い
う
の
に
対
し
て
、

山
年
貢
、
野
年
貢
、
草
年
貢
等
の
雑
税
を
い
う
。

小
年
貢
。『
広
辞
苑
』
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中
市い

ち
の
さ
わ

野
澤
、
及
び
二
俣
川
の
二
村
な
り
、
村
内
に
新
田
の
地
入い

り

あ
へ
り
、
そ
れ
を
通

じ
て
里
數
を
は
か
る
に
、
東
西
一

（
約
四
㎞
）里

ば
か
り
南
北
二（

約
二
．二
㎞
）

十
丁
に
及
べ
り
、
土
地
に
高
低

あ
り
、
土ど

し
ょ
う性

は
白
眞ま

つ
ち土

な
り
、
水

た

田
少
く
し
て
陸は

た
け田

多
し
、
用
水
の
た
よ
り
あ
し
く
、

天
水
を
た
ゝ
へ
て
耕
す
、
故
に
や
ゝ
も
す
れ
ば
旱か

ん
そ
ん損

を
患う

れ

ふ
と
云
、
檢け

ん
ち地

は
北
條
分

國
の
頃
、
天て

ん
ぶ
ん文

十（
一
五
四
二
）

一
年
に
あ
ら
た
め
あ
り
、
夫そ

れ

よ
り
は
る
か
の
後
、
延え

ん
ぽ
う寳

二
（
一
六
七
四
）

年
四

月
、
御
代
官
野
村
彦
太
夫
爲
重
と
、
地
頭
有
田
九
郎
兵
衞
吉
貞
と
、
た
が
ひ
に
た
ゝ

せ
し
と
云
、
村
内
に
古
鎌
倉
街
道
と
て
一
條
の
道
あ
り
、
此
街
道
は
北
の
方
二
俣

川
村
よ
り
入
て
、
巽

た
つ
み

の
方か

た

に
か
ゝ
る
こ
と
二（

約
二
．二
㎞
）

十
丁

許
　
　
ば
か
りに

し
て
、
保
土
谷
宿
の
内
東

海
道
往
還
に
至
る
、
其
所
を
武
相
の
界

さ
か
い

と
す
、

高
札
場　

村
の
巽
の
方
鎌
倉
古
道
の
内
に
あ
り
、

　

小
名

　
　

石
谷
左
京
山　

村
の
西
の
端は

し

に
あ
り
、
昔
こ
の
地
に
石
谷
左
京
と
云
人

 
 

住
せ
し
故
に
、
か
く
名
付
と
云
、
そ
の
人
の
事
跡
は
詳

つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、

　
　

城
山 

村
の
北
に
よ
り
て
あ
り
、
昔
此
地
を
知し

る

し
人
の
砦
な
ど
の

 
 

あ
り
し
跡
な
る
に
や
、
さ
れ
ど
傳
へ
を
失
へ
り
、

　
　

大
上
小
次
郎
山　

村
の
西
な
り
、
こ
れ
も
地
名
の
如
く
小
次
郎
と

 
 

云
人
の
住
し
所
な
り
と
云
、
そ
の
事
實
は
傳伝

は
ら
ず
、

　
　

下
野 

村
の
東
な
り
、

　
　

狐
谷 

西
の
方
な
り
、

　
　

向
萩
久
保　

こ
れ
も
西
の
方

　
　

塚
下 

村
の
南
な
り
、

　
　

腰
卷 

村
の
南
に
よ
れ
り
、

　
　

太
平 

西
の
方
な
り
、
下し

も

並
に
同
じ
、

【
旱
損
】（
か
ん
そ
ん
）
ひ
で
り
に
よ
る
田
畑
の
損
害
。

干
害
。『
広
辞
苑
』

【
地
頭
】（
じ
と
う
）
江
戸
時
代
、
地
方
（
じ
か
た
）
知

行
を
持
つ
幕
府
の
旗
本
、私
藩
の
給
人
（
き
ゅ
う
に
ん
）

の
通
称
。
小
領
主
。
ま
た
、
一
地
域
の
領
主
の
俗
称
。

『
広
辞
苑
』
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小
平
山　

丸
山　

新
地　

北
の
方
な
り
、

　
　

か
う
じ
谷　

こ
れ
も
北
の
方
、
下し

も

並
に
同
じ
、

　
　

大
久
保
山　

の
ぼ
り
山　

み
た
ち
山

　
　

星
や
と　

城
山
の
な
ら
び
な
り
、

　
　

藤
助
谷　

西
の
方
な
り
、

　
　

坂
下
長
右
衞
門
山　

北
の
方
な
り
、
こ
れ
も
か
ゝ
る
人
の
住
せ
し
所 

 

 

な
る
に
や
、
詳

つ
ま
び
ら
かな

る
傳
へ
な
し
、

　
　

小
次
郎
屋
敷 

こ
れ
も
北
の
方
な
り
、
大
上
小
次
郎
が
屋
敷
あ 

と
に
や
、

　
　

ゆ
う
け
い　

坂
南
の
方
な
り
、

子ね
の
じ
ん
じ
ゃ

神
社　

除じ
ょ
ち地

、
五

（
一
五
〇
坪
）

畝
、
村
の
中
央
な
る
丘
上
に
あ
り
、
こ
の
所
の
鎭
守
な
り
、
春
日
明

神
を
合ご

う
し祀

す
、
二
間
四
方
の
社
に
し
て
、
前
に
鳥
居
を
建
、
と
も
に
西
向
な
り
、
石せ

っ
か
い階

六
（
約
一
一
〇
ｍ
）

十
間
許
り
か
ほ
ど
に
あ
り
、
勸

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代
を
傳
へ
ず
、
例
祭
は
九
月
十
一
日
な
り
、
金

剛
寺
持
、

金こ
ん
ご
う
じ

剛
寺　

除
地
、
一（

三
九
〇
坪
）

段
三
畝
、
村
の
南
に
あ
り
、
古
義
眞
言
宗
に
て
、
久
良
岐
郡
太
田
村

東
福
寺
末
、
長
谷
山
と
號
す
、
開

か
い
び
ゃ
く

闢
の
年
代
及
び
開
山
の
名
を
つ
た
へ
ず
、
客
殿
六
間
四

方
、
本
尊
は
彌
陀
の
坐
像
、
長
二

（
約
六
〇
㎝
）

尺
、

地
藏
堂　

見み
す
て
ち

捨
地
、
七

（
二
一
〇
坪
）

畝
、
村
の
中
程
に
あ
り
、
二
間
半
に
四
間
の
堂
に
て
金
剛
寺
の
持

な
り
、
爰こ

こ

に
安
置
す
る
地
藏
は
、
木
の
立
像
に
し
て
長
三

（
約
一
ｍ
）

尺
四
寸
許
な
り
、
胎

た
い
ち
ゅ
う

中
に
嘉か

け
い慶

二
（
一
三
八
八
）

年
十
一
月
三
日
と
刻こ

く

し
て
あ
れ
ば
、
古
き
も
の
な
る
こ
と
は
論
な
け
れ
ど
、
大
方
の

木
像
な
る
べ
し
と
て
、
さ
せ
る
崇
敬
も
加
へ
ざ
り
し
か
ど
、
近
き
頃
修
造
せ
ん
と
し
て
、

佛
工
に
み
せ
し
に
運う

ん
け
い慶

の
作
な
り
と
云
、
し
か
の
み
な
ら
ず
胎

た
い
ち
ゅ
う

中
を
さ
ぐ
り
み
る
に
、

天て
ん
し
ょ
う
　

正
十（

一
五
八
五
）

三
年
に
彩さ

い
し
き色

を
潤

じ
ゅ
ん
し
ょ
く

色
せ
し
と
き
の
古
書
を
得
て
、
い
よ
い
よ
其そ

の

由
緒
あ
る
こ
と

を
し
り
し
と
な
り
、
其
古こ

　
き記

は
今
名
主
勇
次
郎
が
も
と
に
ひ
め
置
た
れ
ば
、
寫う

つ

し
て
左
に

の
す
、

【
胎
中
】（
た
い
ち
ゅ
う
）
胎
内
。
は
ら
ご
も
り
。

【
彩
色
】（
さ
い
し
き
）
い
ろ
ど
る
こ
と
。
物
に
色
を

塗
っ
て
飾
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
い
ろ
ど
り
。
着
色
。

さ
い
し
ょ
く
。『
広
辞
苑
』

【
潤
色
】（
じ
ゅ
ん
し
ょ
く
）
色
ど
り
を
つ
け
光
沢
を

添
え
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』
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天て
ん
し
ょ
う
　

正
十（

一
五
八
五
）

三
年
乙

　
き
の
と
と
り

酉
卯
月
十
一
日

地
藏
お
さ
い
し
き
申
候
事

檀
那
六
濟
之
人
衆
、
本
願
四
郎
左
衞
門
主
玉
井
寺
、
又

さ
い
し
き
ち
ふ
殿
、
又
ハ
今
井
之
檀
那
中
、
願
主
敬
白

さ
う
し
う
か
ま
く
ら

お
き
の
谷
い
ま
く
ら　
　
　

玄
説 

花
押

　
　

鳥
山
ち
ふ
殿 

花
押 
六
済
之
人
衆

 
 

 
 

□
太
郎
殿

 
 

 
 

□
太
郎
殿

 
 

 
 

藤
五
郎
殿

 
 

 
 

小
た
ん
殿

 
 

 
 

ふ
ち
ま
殿

 
 

 
 

源
二
郎
殿

 

　
　

 

檀
那
淸
水
主
計
助 

花
押

 
 

 
 

同
内
方

逆ぎ
ゃ
く
し
ゅ修

卅
三
囘
忌
之
臺
俵
入
佛
ニ
入
者
也

并な
ら
び
に

五
十
文
口
左
也

天
正
十
三
年
乙き

の
と
と
り酉

卯
月
十
七
日

 
 

 

玉
井
寺
ろ
う
は

 
 

 

う
は
こ
な
り

 
 

 

此
子
善
左
也

 
 

 

五　

甲
供
養
ニ
五
十
文

十
三
本
塚　

村
の
南
の
方
保
土
ヶ
谷
宿
の
境さ

か

ひ
に
あ
り
、
十
三
本
塚
と
呼
ぶ
は
、
其
數

十
三
あ
る
故
な
り
、
大

お
お
き
さ

或
　
あ
る
いは

二
間
又
は
四
間
四
方
はば

か
り
の
も
の
も
あ
り
、
こ
の
十
三

塚
の
名
は
爰こ

こ

の
み
に
非
ず
所
々
に
あ
る
な
り
、
中
古
追つ

い
ぜ
ん
く
よ
う

善
供
養
な
ど
の
為
に
築
き
し
も
の

と
見
ゆ
、

【
逆
修
】（
ぎ
ゃ
く
し
ゅ
）
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
あ
ら

か
じ
め
死
後
の
冥
福
を
祈
っ
て
仏
事
を
行
な
う
こ
と
。
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舊き
ゅ
う
せ
き蹟

砦　
さ
い
し址　

村
の
南
、
名
主
勇
次
郎
が
か
ま
へ
の
後
に
あ
り
、
わ
づ
か
な
る
山
に
て
、
半

腹
に
二

（
六
〇
坪
）

畝
ば
か
り
の
平
地
な
り
、
土ど

じ
ん人

こ
れ
を
木
曾
の
家け

に
ん人

今
井
四
郎
兼
平
が
居お

り

し
地
な

り
と
云
、
さ
れ
ど
外
に
證

あ
か
し

と
す
べ
き
こ
と
な
し
、
近
き
頃
此
地
を
穿う

が

ち
て
、
太た

　
ち刀

の
金
具

及
び
小
皿
八
枚
を
得
た
り
、
金
具
は
地
頭
の
も
と
に
收お

さ

む
、
皿
は
名
主
勇
次
郎
が
家
に
持

傳
へ
り
、
其
色
靑
黑
色
に
し
て
唐
草
の
模
様
あ
り
、
大

お
お
き
さ

三
（
九
．一
㎝
）

寸
ば
か
り
、
さ
し
て
古い

に
し
え代

の

も
の
と
も
見
え
ず
、
又
此
地
に
古こ

　
ひ碑

一
墓
た
て
り
、
嘉か

げ
ん元

二
（
一
三
〇
四
）

年
五
月
と
刻こ

く

せ
り
、
是
も

誰だ
れ
び
と人

の
碑

い
し
ぶ
みと

云
ふ
こ
と
を
傳
へ
ず
、

舊旧

家
百
姓
勇
次
郎　

淸
水
を
氏う

じ

と
す
、
今
名
主
を
つ
と
む
、
村
内
地
藏
堂
に
收

お
さ
む

る

天
（
一
五
七
三
～
九
二
）

正
年
中
の
古
書
に
、
淸
水
主
計
助
と
記し

る

せ
し
は
そ
れ
が
先
祖
の
名
な
り
と
い
へ
ば
、
ま

さ
し
く
舊
家
な
る
べ
け
れ
ど
、
そ
れ
の
み
に
て
外
に
持も

ち
つ
た傳

へ
し
記
録
も
な
け
れ
ば
、
其

詳つ
ま
び
ら
かな

る
こ
と
を
し
ら
ず
、

◎
今い

ま
い
し
ん
で
ん

井
新
田　

此
新
田
の
地
は
、
も
と
本
村
に
そ
ひ
た
る
原は

ら
の野

な
り
、
か
ゝ
る
た

ぐ
ひ
の
地
、
こ
の
邊

あ
た
り

所
々
に
あ
り
し
を
、
小
高
市
右
衞
門
と
云
も
の
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う享

四
（
一
六
八
七
）

年

に
開か

い
こ
ん墾

し
、
事
竣お

え

て
元げ

ん
ろ
く禄

八
（
一
六
九
五
）

年
安
藤
對対

馬
守
重
治
檢
地
す
、
こ
れ
よ
り
御ご

り
ょ
う
し
ょ

料
所
と

な
れ
り
、
今
は
小
野
田
三
郎
右
衞
門
信
利
が
支
配
所
な
り
、
す
べ
て
の
沿
革
は
下し

も

の
小
高
新
田
の
條
に
出
し
た
れ
ば
あ
は
せ
み
る
べ
し
、
今
も
民
家
な
く
し
て
本
村

持も
ち
ぞ
え添

の
村
也
、

◎
市い

ち
の
さ
わ
む
ら

野
澤
村　

市
野
澤
村
は
、
郡
の
巽

た
つ
み

の
方
に
あ
り
、
榛は

ん
が
や
し
ょ
う

ヶ
谷
庄
に
屬
せ
り
、
開
墾

の
年
代

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
正し

ょ
う
ほ
う
の
こ
く
ず

保
國
圖
改
定
の
頃
は
、
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
支
配
所
な
り

と
あ
り
、
さ
れ
ば
御ご

に
ゅ
う
こ
く

入
國
の
時
よ
り
御ご

り
ょ
う
ち

料
地
に
し
て
、
後
寶ほ

う
え
い（
一
七
〇
七
）

永
四
年
二
月
木
村
作

大
夫
重
利
に
賜

た
ま
わ

り
、
今
に
至
り
て
其そ

の

子
孫
七
右
衛
門
重
勇
が
知ち

ぎ
ょ
う行

す
る
所
な
り
、
江

戸
日
本
橋
よ
り
十

（
約
四
〇
㎞
）

里
の
行
程
な
り
、
家
數
五
十
五
軒
、
西
の
方
に
居
住
せ
り
、
四し

き
ょ
う境

は
、
東
の
方
橘
樹
郡
佛
向
村
に
て
、
南
は
今
井
村
の
つ
ゞ
き
な
り
、
西
は
二
俣
川
に

隣と
な
れり

、
北
は
川
島
三
段
田
の
二
村
な
り
、
東
西
は
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
、
南
北
は
十（

約
一
．四
㎞
）

三
丁
餘
、
山
谷

あ
り
て
地じ

平た
い
らか

な
ら
ず
、
土ど

し
ょ
う性

は
黑
土
に
砂
交ま

じ
われ

り
、
用
水
に
便

た
よ
り

あ
し
く
し
て
天て

ん
す
い水
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を
た
ゝ
へ
て
耕
す
故
、
水

た

田
は
少
な
く
陸
田
多
し
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
旱か

ん
そ
ん損

を
患う

れ

ふ
と
、

檢
地
は
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
三
月
に
て
、
其そ

の

奉
行
は
安
藤
對
馬
守
重
治
な
り
と
云
、

高
札
場　

村
の
東
北
に
あ
り
、

　

小
名

　
　

馬
場
崎 
村
の
東
に
あ
り
、

　
　

上
の
原 

こ
れ
も
東
の
方
な
り
、

　
　

梶
山 

こ
れ
も
同
じ
邊

あ
た
り

下し
も
な
ら
び

並
に
同
じ
、

　
　

じ
ん
で
ん 

か
た
澤
山　

石
川
山　

く
ら
澤
山

　
　

三
ツ
又
山 

東
南
の
方
に
あ
り
、

　
　

く
わ
ん
て
う 

西
南
の
方
に
あ
り

　
　

ら
う
ば
谷 

同お
な
じ
あ
た
り

邊
な
り
、

　
　

中
丸
臺 

に
し
の
方
、
下
並
に
同
じ

　
　

小
中
丸
谷　

左
近
山　

桐
ヶ
作
谷

熊
野
社　

見み
す
て
ち

捨
地
、
九

（
二
七
〇
坪
）

畝
、
村
の
中
央
に
て
丘
上
に
あ
り
、
村
内
の
鎭
守
な
り
、
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
の

年
代
を
傳つ

た

へ
ず
、
弘
法
大
師
肉
筆
の
六
字
名み

ょ
う
ご
う

號
を
神し

ん
た
い體

に
な
ぞ
ら
ふ
、
本
社
の
前
に
二
間

に
三
間
の
拝
殿
を
設
く
、
そ
の
前
に
鳥
居
を
た
つ
、
皆
東
に
向
へ
り
、
年
々
九
月
朔つ

い
た
ち日

を

例
祭
と
さ
だ
め
、
村そ

ん
ど
う童

を
あ
つ
め
て
角す

も
う力

を
興
行
す
、
是
を
風

か
ざ
ま
つ
り

祭
と
號ご

う

す
、
風ふ

う
さ
い災

な
か
ら

ん
こ
と
を
祈
る
故
な
り
、
長
見
寺
持
、

　

末
社
稻
荷
社　

本
社
の
左
に
あ
り
、

　

稻
荷
社　

年ね
ん
ぐ
ち

貢
地
、
小
名
桐
ヶ
作
谷
に
あ
り
、
こ
れ
も
丘
上
に
社
た
て
り
、
長
見
寺
持

な
り
、
下
の
神
明
も
同
じ
、

　

神
明
社　

見
捨
地　

一
（
三
〇
〇
坪
）

段
、
小こ

　
な名

か
た
澤
山
の
丘
上
に
た
て
り
、

長
見
寺　

除じ
ょ
ち地

、
陸
田
二（

六
九
〇
坪
）

段
三
畝
、
山
三（

一
〇
五
〇
坪
）

段
五
畝
、
村
の
中
央
に
あ
り
、
古こ

　
ぎ義

真
言
宗
、

久
良
岐
郡
石
川
村
寶
生
寺
末
、
壹
澤
山
と
稱
す
、
野
口
氏う

じ

の
人
開か

い
き基

せ
し
と
云い

い
つ
た傳

ふ
る
の

み
に
て
、
其そ

の

年ね
ん
れ
き歴

及
び
開
山
の
僧

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
本
尊
不
動
の
坐
像
長
五

（
約
一
五
㎝
）

寸
、
客
殿
は
六

間
半
に
五
間
な
り
、
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三さ

ん

ざ

そ

う

で

ん

し

坐
相
殿
祠 

客
殿
に
向
て
左
に
あ
り
、
稻
荷
天
神
疱ほ

う
そ
う瘡

神
三
坐
を
祀ま

つ

れ
り
、

　

地
蔵
堂　

年
貢
地
、
熊
野
社
の
傍

か
た
わ
らに

あ
り
、
本
尊
は
木
の
立
像
に
て
、
長

な
が
さ

二
（
約
六
〇
㎝
）

尺
、
堂
の

大
さ
二
間
に
三
間
、
長
見
寺
の
持も

ち

な
り
、

念
佛
塚　

村
の
北
に
あ
り
、
は
た
は
り
二

（
六
〇
坪
）

畝
はば

か
り
の
塚
な
り
、
由
來
を
傳
へ
ず
、

　

か
ね
い
塚　

小
名
桐
ヶ
作
谷
に
あ
り
、
二
歩ぶ

は
か
り
の
塚
な
り
、
庚こ

う
し
ん
づ
か

申
塚
な
ら
ん
、

野や
じ
ん人

は
庚
申
塚
を
か
の
え
塚
と
い
え
ば
、
そ
の
誤
り
と
き
こ
ゆ
、

◎
今い

ま
じ
ゅ
く
む
ら

宿
村　

今
宿
村
は
、
郡
の
南
相
模
國
の
界

さ
か
い

に
あ
り
、
村
名
の
お
こ
り
は
傳つ

た

へ
ず

と
云
へ
ど
、
隣

と
な
り
む
ら村

二
俣
川
の
内
に
，
本

ほ
ん
じ
ゅ
く宿

と
唱と

な

ふ
る
あ
り
、
當
村
を
今
宿
と
云い

う
と
き時

は
、
此

こ
の
あ
た
り邊

も
と
は
宿

し
ゅ
く
え
き驛

に
て
も
あ
り
し
や
、
小
名
鎧よ

ろ
い
が
ふ
ち

ヶ
淵
及
び
鶴つ

る
が
み
ね

ヶ
峰
も
二
俣
川

村
の
内
な
り
し
を
、
後
に
當
村
に
屬ぞ

く

せ
る
と
い
え
ば
、
元も

と

は
二
股
川
の
分ぶ

ん
ご
う鄕

な
り

し
も
知
べ
か
ら
ず
、
江
戸
日
本
橋
へ
は
行
程
十

（
約
四
〇
㎞
）

里
に
あ
ま
れ
り
、
村
内
の
廣

こ
う
き
ょ
う狹

は
、

東
西
へ
凡

お
よ
そ
　

二（
約
二
．二
㎞
）

十
丁
、
南
北
十（

約
一
．二
㎞
）

一
丁
に
あ
ま
れ
り
、
四し

き
ょ
う境

、
東

ひ
が
し
の
か
た

方
は
川
島
村
に
接
し
、

西
は
長
津
田
・
下
川
井
の
二
村
に
し
て
、
南
は
二
俣
川
村
に
お
よ
ひび

、
北
は
白
根

村
に
つ
ゞ
け
り
、
民
家
五
十
七
軒
、
す
べ
て
當
村
平
地
に
し
て
丘
少
く
、
土ど

し
ょ
う性

は

黑
野の

づ
ち土

或
は
砂
交ま

じ
わ

れ
り
、
陸は

た
け田

多
し
て
水

た

田
少
し
、
又
農の

う
げ
き隙

あ
れ
ば
蠶

か
い
こ

を
養

や
し
の

ふ
て

餘よ
ぎ
ょ
う業

と
せ
り
、
村
内
八
王
子
道
と
唱と

な

ふ
る
一

い
ち
じ
ょ
う條

あ
り
、
西
は
下
川
井
村
よ
り
入い

り

、

東
は
川
島
村
に
至
る
、
村
内
を
貫
く
こ
と
二（

約
二
．二
㎞
）

十
丁
ば
か
り
に
し
て
、
道
幅
二

（
約
三
．六
ｍ
）

間
な

り
、
又
古

い
に
し
えの

鎌
倉
道
な
り
と
て
わ
づ
か
な
る
徑

こ
み
ち

あ
り
、
艮

う
し
と
らの

方か
た

よ
り
字あ

ざ

鶴
ヶ
峰
を

へ
て
、
二
俣
川
村
へ
達た

っ

す
、
さ
れ
ど
今
は
往お

う
か
ん還

と
云
べ
く
も
あ
ら
ず
、
形
の
み
僅

わ
ず
か

に

存
せ
り
、
北
條
家
分
國
の
頃
は
、
今
宿
十
三
貫
八
百
五
十
文
岩
本
和
泉
と
あ
れ
ば
、

永え
い
ろ
く（
一
五
五
八
～
七
〇
）

祿
の
頃
は
は
や
一
村
と
な
り
て
、
和
泉
が
知
行
せ
し
こ
と
知
べ
し
、
御ご

に
ゅ
う
こ
く

入
國
の
後
、

正し
ょ
う
ほ
う（
一
六
四
四
～
四
八
）

保
の
頃
は
す
べ
て
美
濃
部
文
左
衛
門
が
采さ

い
ち地

に
し
て
、
た
ゞ
小こ

も
の
な
り

物
成
の
み
を
伊
奈

【
疱
瘡
神
】（
ほ
う
そ
う
し
ん
）
祈
れ
ば
疱
瘡
に
か
か

ら
な
か
っ
た
り
、
軽
く
す
ん
だ
り
す
る
と
信
じ
ら
れ

た
神
。（
疱
瘡
は
天
然
痘
の
別
称
）『
広
辞
苑
』

【
は
た
は
り
】
物
の
横
の
広
が
り
。
幅
（
は
ば
）。

【
農
隙
】（
の
う
げ
き
）
農
作
業
の
あ
い
間
。
農
業
の

ひ
ま
。『
広
辞
苑
』

【
采
地
】（
さ
い
ち
）領
地
。
知
行
所
。
采
邑（
さ
い
ゆ
う
）。

『
広
辞
苑
』
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半
十
郎
忠
治
が
御
代
官
所
へ
納
め
し
こ
と
物
に
も
み
え
た
り
、
夫そ

れ

よ
り
御ご

り
ょ
う料

は
御
代

官
の
遷せ

ん
た
い替

あ
り
て
、
今
小
野
田
三
郎
右
衛
門
信
利
預あ

ず
かり

奉
た
て
ま
つる

所
な
り
、
美
濃
部
文
左

衛
門
が
采さ

い
ち地

は
、
元げ

ん
ろ
く祿

十（
一
七
〇
三
）

六
年
收し

ゅ
こ
う公

せ
ら
れ
て
、
其そ

の
ご後

白
井
平
右
衛
門
が
知
行
に
賜た

ま

は
り
し
が
、
こ
れ
も
平
右
衛
門
勝
昌
正し

ょ
う
と
く（
一
七
一
四
）

徳
四
年
罪
あ
る
に
よ
り
、
采さ

い
ち地

を
召め

し
は
な放

さ
れ
、

又
寶ほ

う
え
い（
一
七
〇
七
）

永
四
年
二
月
、
村
内
に
て
木
村
作
太
夫
重
利
に
食

し
ょ
く
ゆ
う邑

を
賜
は
り
、
今
も
七
右
衛

門
重
勇
が
知
行
な
り
、
檢け

ん
ち地

は
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う（
一
六
八
四
）

享
元
年
十
一
月
、
地じ

と
う頭

美
濃
部
文
左
衛
門
糺た

だ

せ

り
、
其そ

の
こ
ろ頃

高た
か

十
六
石
五
斗
餘よ

の
新あ

ら
た田

を
開
き
て
、
御
料
所
の
持も

ち
ぞ
え添

と
な
り
し
と
云
う
、

秣ま
ぐ
さ
ば場

若そ
こ
ば
く干

の
畝せ

　
ぶ歩

東
の
方か

た

に
あ
り
、

高
札
場
二
ヶ
所 

一
は
御
料
の
持
に
し
て
村
の
北
に
あ
り
、

 
 

一
は
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
に
あ
り
て
私
領
の
持
な
り
、

　

小こ
　
な名

　
　

中
村 

村
の
中
央
に
あ
り
、

　
　

半
四
郎
山 

東
の
方
を
云
、

　
　

腰
巻 

こ
れ
も
同
じ
邊

あ
た
り

を
云
、

　
　

鶴
ヶ
峰 

上
に
同
じ
邊
な
り
、
此こ

の

あ
た
り
に
二

（
約
二
二
〇
ｍ
）

町
ば
か
り
の
坂

 

あ
り
、
こ
れ
を
鶴
ヶ
峯
坂
と
よ
べ
り
、　

　
　

中
橋 

西
に
あ
り
、

　
　

福
泉
寺
原 

こ
れ
も
西
よ
り
に
あ
り
、
古
の
寺
跡
な
り
と
い
へ
り

　
　

上
中
澤 

南
に
あ
り
、

　
　

下
中
澤 

同
邊あ

た
りな

り
、

　
　

後
谷 

南
の
方
を
云
、

　
　

か
ん
の
う
山　

村
の
北
を
云
、
以
下
三
ヶ
所
も
同
所
を
云い

う

、

　
　

日
向
山　

白
根
坂　

日
影
谷　

神
な
り
谷　

坤
の
方
を
云
、

【
遷
替
】（
せ
ん
た
い
）
任
期
満
ち
て
、
他
の
、
一
般

に
は
上
級
の
官
職
に
転
じ
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』

【
秣
場
】（
ま
ぐ
さ
ば
）
ま
ぐ
さ
を
刈
る
草
生
地
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
入
会
地
で
、
地
域
の
住
民
が
共
同
で

使
益
し
た
。『
広
辞
苑
』
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以
下
二
ヶ
所
も
同
じ
邊

あ
た
り

に
あ
り
、

　
　

金
ヶ
谷　

新
林　

高
山
下 

巽た
つ
みの

方か
た

を
云い

う

、

　
　

矢
畑　

同
所
に
あ
り
、

川　
（
附

片か
た
わ
れ破

し
ど
め
）
村
の
南
二
俣
川
村
の
境さ

か

ひ
を
な
が
る
、
西
の
方
長な

が
つ
だ

津
田
村
及
び

上か
み
し
も
か
わ
い

下
川
井
の
三
村
よ
り
流
れ
出
る
惡あ

く
す
い水

、
當
村
に
て
は
用
水
の
助

た
す
け

と
せ
り
、
川
幅
二（

四
～
五
ｍ
）

三
間

ば
か
り
、
此
川か

わ
ば
た端

は
片か

た
わ
れ破

し
ど
め
と
て
、
年
々
花は

な
び
ら葩

半な
か

ば
づ
ゝ
咲さ

け

り
、
相あ

い
つ
た傳

ふ
昔
名
馬
の

摺す
る
す
み墨

此こ
の
と
こ
ろ

所
に
來き

た

り
、
か
の
し
ど
め
を
踏
し
だ
き
し
に
よ
り
、
今
に
其
形
殘
れ
り
と
云
、
こ

の
説
は
も
と
よ
り
取
に
た
ら
ざ
れ
ど
、
花
片
の
年
々
か
く
ひ
ら
く
こ
と
は
奇
と
云
べ
し
、

　

土
橋　

二
ヶ
所
、
一
は
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方か
た

に
あ
り
、
幅
六

（
約
一
．八
ｍ
）

尺
長
五

（
約
九
ｍ
）

間
、
こ
れ
を
中
橋
と
云い

う

、
一

は
清
來
寺
前
に
あ
り
、
こ
れ
も
同
じ
長
さ
に
し
て
何
れ
も
自じ

ぶ
し
ん
ど
こ
ろ

普
請
所
な
り
、

稻
荷
社　

除じ
ょ
ち地

、
一

（
三
〇
〇
坪
）

段
許ば

か
り、

村
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方か
た

に
あ
り
、
一（

三
ｍ
）丈

餘あ
ま
りの

石せ
っ
か
い階

を
登
り
社

や
し
ろ

に
至
る
、

社
は
二
間
に
三
間
東
向
、
前
に
木
の
鳥
居
を
立
、
神し

ん
た
い體

は
長

な
が
さ

六
（
約
一
八
㎝
）

寸
ば
か
り
、
木
の
坐ざ

ぞ
う像

な

り
、
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代
知
ら
ず
、　

例
祭
九
月
二
十
九
日
、
村
内
藥薬

王
寺
持も

ち

な
り
、

　

神
明
社　

見み
す
て
ち

捨
地
、
六

（
一
八
〇
坪
）

畝
、
村
の
西
に
あ
り
、
こ
れ
も
社
二
間
四
方
に
て
、
南
に
向
ふ
、

前
に
木
の
鳥
居
を
た
つ
、
村
の
鎭
守
な
り
、
こ
れ
も
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
神し

ん
た
い體

は

長な
が
さ

八
（
約
二
四
㎝
）

寸
許
の
立
像
な
り
、
九
月
十
九
日
を
以
例
祭
と
す
、
本
立
寺
の
持も

ち

、

　

稻
荷
社　

見み
す
て
ち

捨
地
、
三

（
九
〇
坪
）

畝
、
村
の
北
に
あ
り
、
社
は
西
向
に
し
て
一
間
二
尺
に
二
間
、

ま
へ
に
木
の
鳥
居
を
立
、
神し

ん
た
い體

は
女に

ょ
た
い體

に
し
て
白び

ゃ
っ
こ狐

に
乗
り
、
長

な
が
さ

七
（
二
〇
～
二
五
㎝
）

八
寸
ば
か
り
、
こ
れ

も
本
立
寺
持も

ち

、

　

第
六
天
社　

見
捨
地
、
六
畝
、
村
の
北
に
あ
り
、
當
村
の
鎭
守
に
し
て
、
神し

ん
た
い體

は
木
の

立
像
長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
許
、
劔

つ
る
ぎ

を
た
つ
さ
へ
た
る
状さ

ま

に
て
彩さ

い
し
き色

の
像
な
り
、
例
祭
六
月
六
日
、
社

は
三
間
四
方
に
て
南
向
な
り
、
前
に
木
の
鳥
居
を
た
つ
、
こ
れ
同
じ
寺
の
持も

ち

な
り
、

清
來
寺　

境
内
三
（
二
イ
）
萬
四
千
六
百
八
十
六
坪
、村
の
東
に
あ
り
、淨
土
眞
宗
、西
本
願
寺
末
、

鶴
遊
山
と
稱
し
、
萬
龜
院
と
號
す
、
本
堂
八
間
に
七
間
半
南
に
向
ふ
、
本
尊
彌み

　
だ陀

木
の
立

【
し
ど
め
】
ク
サ
ボ
ケ
の
別
名
。

【
摺
墨
】（
す
る
す
み
）
梶
原
景
季
が
源
頼
朝
か
ら
賜
っ

た
名
馬
の
名
。
寿
永
三
年
佐
々
木
高
綱
の
生　
（
い
け

ず
き
）
と
の
宇
治
川
の
先
陣
争
い
で
有
名
。『
広
辞
苑
』

【
踏
み
し
だ
く
】
踏
ん
で
荒
ら
す
。
踏
み
に
じ
る
。
踏

み
散
ら
す
。『
広
辞
苑
』
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像
長
二

（
約
七
七
㎝
）

尺
五
寸
五
分
、
當
寺
は
古

い
に
し

へ
天
台
宗
に
て
、
相
州
愛
甲
郡
厚
木
村
に
あ
り
、
其そ

の
こ
ろ頃

は
近
江
國
大
津
薗
城
寺
末
に
て
、
天
台
宗
な
り
、
安

あ
ん
て
い（
一
二
二
七
）

貞
元
年
宗し

ゅ
う
そ祖

親
鸞
東
國
巡
行
の
折
、

歸き
　
え衣

の
あ
ま
り
改

か
い
し
ゅ
う

宗
し
て
弟
子
と
な
れ
り
、
開
山
法
運
律
師
、
建け

ん
じ（
一
二
七
五
）

治
元
年
七
月
二
十
四
日

に
寂

じ
ゃ
く

す
と
云い

う

、
法
運
は
中

ち
ゅ
う
こ
う

興
の
開
山
な
る
べ
し
、
慶

け
い
あ
ん（
一
六
四
九
）

安
二
年
高た

か

十
石
の
寺じ

り
ょ
う領

を
た
ま
ふ
、

　

鐘
楼　

客
殿
の
向
て
左
り
に
あ
り
、
二
間
に
一
間
半
、
鐘
は
天

て
ん
め
い（
一
七
八
四
）

明
四
年
に
鑄い

し
も
の
に

し
て
、
徑径

二（
約
七
五
㎝
）

尺
五
寸
ば
か
り
、

本
立
寺　

除じ
ょ
ち地

、
四（

一
二
二
坪
）

畝
二
歩
、
村
の
北
に
あ
り
、
日
蓮
宗
、
荏
原
郡
池
上
本
門
寺
末
、
感

應
山
と
號ご

う

す
、
本
堂
七
間
に
七
間
南
向
な
り
、
本
尊
三さ

ん
ぼ
う寶

を
安あ

ん

す
、
當
寺
は
昔
荏
原
郡
峰

村
に
あ
り
、
此こ

の
ち地

へ
引ひ

き
う
つ移

せ
し
由ゆ

ら
い來

は
、
も
と
の
地じ

と
う頭

白
井
平
右
衛
門
と
云い

う

も
の
罪
あ
る

に
よ
り
、
正

し
ょ
う
と
く（
一
七
一
四
）

德
四
年
其
家か

ろ
く祿

沒も
っ
し
ゅ收

せ
ら
れ
し
と
き
、
里り

せ
い正

武
左
衛
門
地
頭
の
遺い

た
く託

を
う

け
、
先
祖
菩ぼ

だ
い提

の
た
め
に
願が

ん
も
う望

を
お
こ
し
、
享

き
ょ
う
ほ
う（
一
七
一
九
）

保
三
年
當
寺
を
峯
村
よ
り
移
せ
り
と
云
、

中ち
ゅ
う
こ
う
か
い
き

興
開
基
は
本ほ

ん
ざ
ん山

二
十
五
世
日
顗
隠
居
の
後
こ
ゝ
に
住

じ
ゅ
う

し
、
寶

ほ
う
れ
き（
一
七
五
三
）

暦
三
年
に
寂

じ
ゃ
く

せ
り
、

　

藥
王
寺　

除じ
ょ
ち地

、
一

（
三
〇
〇
坪
）

段
、
村
の
西
に
あ
り
、
禪禅

宗
、
曹
洞
派
、
下
川
井
村
福
泉
寺
末
、

東
光
山
と
號ご

う

す
、
客
殿
六
間
に
四
間
南
に
向
ふ
、
本
尊
藥薬

師
木
の
坐ざ

ぞ
う像

長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
餘
、

勧か
ん
じ
ょ
う請

開
山
を
北
潭
と
云
、
其

そ
の
じ
ゃ
く
ね
ん

寂
年
を
傳つ

た

へ
ず
、
貞

じ
ょ
う
わ（
一
三
四
七
）

和
三
年
の
古こ

　
ひ碑

一
基
境
内
に
あ
り
、

首く
び
づ
か塚　

字あ
ざ

鶴
ヶ
峰
に
あ
り
、
わ
づ
か
一
坪
ば
か
り
の
と
こ
ろ
な
り
、

　

六む
つ
づ
か塚　

同
じ
邊

あ
た
り

に
あ
り
、
由
來
を
傳つ

た

へ
ず
、

　

駕か

ご

づ

か

籠
塚　

東
北
の
隅す

み

に
あ
り
、

舊き
ゅ
う
し趾

矢や
　
の篦

ヶが
　
ふ
ち淵　

村
の
東
界さ

か

ひ
鶴
ヶ
峯
に
あ
り
、
古

い
に
し

へ
畠
山
次
郎
重
忠
此こ

の
ち地

に
て
討う

ち
じ
に死

の

と
き
、
此

こ
の
と
こ
ろ

處
へ
矢や

　
の箆

二ふ
た
す
じ筋

を
立
お
き
し
が
、
そ
の
竹
自
然
と
根
を
生

し
ょ
う

じ
、
年
々
二
本
づ
ゝ

生は
や

せ
し
に
よ
り
、こ
の
名
お
こ
れ
り
と
云い

う

、其
竹
近
き
頃
迄
も
あ
り
し
が
、今
は
絶た

え

た
り
と
、

　

鎧
よ
ろ
い

ヶ
淵　

こ
れ
も
矢や

　
の箆

ヶ
淵
の
つ
ゝ
き
に
あ
り
、

　

屏
風
ヶ
淵　

こ
れ
も
同
じ
邊

あ
た
り

に
あ
り
、
由
來
は
つ
た
へ
ざ
れ
ど
、
其
さ
ま
屏
風
を
立
た

る
が
如
く
な
る
故
に
名
付
し
な
ら
ん
、

【
矢
箆
】（
や
の
）矢
の
幹
。
矢
の
竹
の
部
分
。『
広
辞
苑
』
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◎
鶴
ヶ
峰
新
田　

今
宿
村
枝え

だ
ご
う鄕　

鶴
ヶ
峰
新
田
は
、
今
井
新
田
と
同
時
の
開か

い
こ
ん墾

な

り
、
鶴
峯
と
云
地
名
は
、
古
き
事
と
み
へ
て
、【
東
鑑
】
に
も
載の

せ

た
り
、
事
は
二
股
川

村
古
戦
場
の
條

く
だ
り

に
出
せ
り
、
こ
ゝ
も
民
家
な
く
し
て
本
村
の
持も

ち
ぞ
え添

な
り
、
其そ

の
よ餘

は
同

じ
け
れ
ば
略
せ
り
、

◎
白し

ら
ね
む
ら

根
村　

白
根
村
は
、
郡
の
南
の
方か

た

に
よ
り
て
あ
り
、
こ
ゝ
も
昔
は
小
机
百
八

鄕
の
一
に
て
、
小
机
領
と
唱と

な

へ
し
よ
し
土ど

じ
ん人

は
い
へ
ど
、
今
は
神
奈
川
領
に
屬ぞ

く

せ
り
、

江
戸
日
本
橋
へ
の
行
程
ほ
ゞ
前
に
同
じ
、
民
家
す
べ
て
五
十
五
軒
、
村
の
四し

き
ょ
う境

、
東

は
菅
田
村
に
接
し
、
南
は
今
宿
村
に
界さ

か

ひ
、
西
は
川
井
村
に
て
、
北
は
寺
山
村
に
つ
ゞ

け
り
、
廣

こ
う
き
ょ
う狹

は
、
東
西
へ
一

（
約
四
㎞
）　里

餘あ
ま
り、

南
北
へ
は
十（

約
一
．六
㎞
）

五
町
ば
か
り
、
村
内
高
低
あ
り
て

土ど
し
ょ
う性

は
野の

づ
ち土

或
は
灰か

い
ど土

な
り
、
檢け

ん
ち地

は
古
き
こ
と
は
傳つ

た

へ
ず
、
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
安
藤
對対

馬
守
重
治
新
田
を
檢
地
せ
し
こ
と
の
み
云い

い
つ
た傳

へ
り
、
小
田
原
北
條
家
分
國
の
頃
は
、

遠
山
左
衛
門
白
根
の
内
に
て
、
三
百
四
十
一
貫
文
、
此
外
二
百
貫
文
寄よ

り
こ子

給き
ゅ
うに

下く
だ

し
、

此こ
の
う
ち内

二
百
五
十
貫
文
知
行
役や

く
せ
ん錢

を
出
し
て
、
九
十
一
貫
文
は
役や

く

を
免ゆ

る

さ
る
ゝ
よ
し
、

か
の
役

や
く
ち
ょ
う帳

に
の
せ
た
り
、
御
入
國
の
後
は
御ご

り
ょ
う
し
り
ょ
う

料
私
領
打う

ち
ま
じ
わ

交
れ
り
、
地
頭
藤
川
十
右
衛

門
へ
賜た

ま

は
り
し
は
、
天て

ん
し
ょ
う（
一
五
九
〇
）

正
十
八
年
九
月
十
二
日
な
り
、
御
料
の
方か

た

は
御
代
官
替
わ
る

が
わ
る
支
配
し
て
、
今
は
小
野
田
三
郎
右
衛
門
信
利
あ
ず
か
り
奉

た
て
ま
つり

ぬ
、
村
内
古
街

道
と
唱

と
な
う

る
も
の
一
條
あ
り
、
北
の
方か

た

寺
山
村
よ
り
入い

り

、
中
央
を
經
て
今
宿
村
に
達
す
、

長な
が
さ
　

十
（
一
．一
㎞
）

丁
ば
か
り
、
古

い
に
し
えの

鎌
倉
道み

ち

と
云い

う

、
ま
た
一
條
は
、
村
の
東
菅
田
村
よ
り
入い

り

、

南
の
方か

た

今
宿
村
へ
通
ず
、
こ
れ
神
奈
川
宿
へ
の
道
に
し
て
、
東
南
の
方か

た

を
斜

な
な
め

に
通と

お

せ
り
、
又
一
條
は
北
の
方
に
よ
り
て
あ
り
、
こ
れ
相
州
中
原
道み

ち

な
り
と
云い

う

、

【
寄
子
・
寄
親
】（
よ
り
こ
・
よ
り
お
や
）
主
従
関
係

な
ど
を
仮
の
親
子
関
係
に
擬
し
て
結
び
、
そ
の
主
君

を
寄
親
、
従
者
を
寄
子
と
称
す
る
。
戦
国
時
代
に
は
戦

国
大
名
が
有
力
な
武
将
を
寄
親
と
し
、
地
侍
級
の
下
級

家
臣
を
寄
子
と
し
て
軍
事
組
織
を
編
成
し
た
。
近
世
に

は
一
般
の
雇
用
関
係
に
お
い
て
も
、
奉
公
人
を
寄
子
と

し
、
そ
の
身
元
引
受
人
を
寄
親
と
し
た
。『
広
辞
苑
』
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高
札
場
一
ヶ
所　

村
の
中
央
に
あ
り
、

　

小
名 

鬢び

ん

た

ら

い

け

手
洗
池　

東
の
方か

た

に
あ
り
、
相あ

い
つ
た傳

ふ
右う

だ
い
し
ょ
う

大
將
源
頼
朝
、
奥
州
征せ

い
ば
つ伐

の
時
當
村

に
至
り
、
此こ

の

池
に
て
鬢び

ん

を
そ
ゝ
が
れ
し
に
よ
り
此こ

の

名
あ
り
と
、
村
内
鎌
倉
古こ

か
い
ど
う

街
道

あ
れ
ば
、
か
ゝ
る
説
あ
る
な
る
べ
し
、
又
不
動
堂
縁
起
に
も
こ
の
こ
と
は
出
た
れ

ど
、
と
か
く
定さ

だ

か
な
る
こ
と
は
知
べ
か
ら
ず
、
こ
の
池
の
水
を
と
り
て
、
童ど

う
じ子

の

頭
に
そ
ゝ
げ
ば
、
禿と

く
そ
う瘡

（
シ
ラ
ク
モ
）

の
病
な
し
と
云い

い

つ
た
へ
り
、
以
下
の
七
ヶ
所
も

東
の
方
に
あ
り
、

　
　

木
た
ご
山　

中
島　

不
動
谷　

茶
の
木
畑　

荏
田

　
　

鍛
冶
久
保　

六
方
畑　

　
　

籠
場 

村
の
西
に
あ
り

　
　

田
淵 

藤
原 

後
谷 

と
う
じ
谷 

下
の
原　

隼
人
屋
敷　

耳
取

　
　

松
葉 

三
谷 

上
郎
下 

以
上
の
十
ヶ
所
北
の
方か

た

に
あ
り
、

　
　

金
草
澤 

艮
う
し
と
らの

方
を
云
、

　
　

鳴
越 

村
の
巽

た
つ
み

の
方
な
り
、

　
　

寺
屋
敷 

同
じ
邊

あ
た
り

な
り
、

　
　

長
久
保 

南
を
い
へ
り
、

　
　

う
ら
が
下 

こ
れ
も
同
所
を
云
、

　
　

か
り
場 

東
の
方
に
あ
り
、

　
　

お
つ
た
て 

同
じ
邊
な
り
、

　
　

皮
籠
塚
（
ヒ
ロ
ウ
ル
イ
）

島
川　

南
の
方か

た

今
宿
村
よ
り
入い

る

、
村
内
へ
か
ゝ
る
こ
と
長
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
許
を
經
て
、
東
の
方
川
嶋

村
へ
達
す
、
川
幅

凡
お
よ
そ
　

六
（
約
一
一
ｍ
）

間

　

溜た
め
い井

二
ヶ
所　

村
の
西
北
の
間
に
あ
り
、一
は
小こ

　
な名

大
池
と
云

い
う
と
こ
ろ

所
に
あ
り
、一

（
三
〇
〇
〇
坪
）

町
ば
か
り
、

一
は
小
名
小
池
と
云
、
濶

ひ
ろ
さ

四

（
一
四
六
八
坪
）

段
八
畝
二
十
八
歩
、
二
條
と
も
に
下
流
帷
子
川
へ
合が

っ

せ
り
、

【
鬢
】（
び
ん
）
頭
の
左
右
側
面
の
髪
。
耳
ぎ
わ
の
髪
。
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稻
荷
社　

除じ
ょ
ち地

、
五（

五
坪
）歩

、
村
の
東
の
方か

た

に
あ
り
、

　

稻
荷
社　

除
地
、
三

（
九
〇
〇
坪
）

段
、
村
の
西
の
方
に
あ
り
、
上う

わ
や屋

一
間
半
四
方
、
巽

た
つ
み
む
き

向
な
り
、
鳥

居
を
た
つ
、

正
圓
寺　

除
地
、
七（

二
二
五
〇
坪
）

段
五
畝
、
村
の
中
央
に
あ
り
、
淨
土
眞
宗
、
京
都
西
本
願
寺
の

末
、
三
谷
山
と
號ご

う

す
、
當
寺
古

い
に
し
えは

眞
言
宗
な
り
、
其そ

の
こ
ろ頃

佛
光
寺
末
に
て
、
池
流
山
眞

福
寺
と
號ご

う

せ
し
に
、
寶

ほ
う
え
い（
一
七
〇
七
）

永
四
年
故　

ゆ
えあ

つ
て
改
め
、
今
の
宗

し
ゅ
う

と
な
れ
り
、
開
山
は
西
傳
、

慶け
い
ち
ょ
う（
一
五
九
六
）

長
元
年
十
月
十
九
日
寂じ

ゃ
くす

、
開か

い
き基

は
地
頭
藤
川
甚
兵
衛
が
先
祖
十
右
衛
門
な
り
、

寛か
ん
え
い（
一
六
二
七
）

永
四
年
十
二
月
十
三
日
卒そ

つ

せ
り
、
改
宗
せ
し
時
の
僧
の
名
は
傳つ

た

へ
ず
、
本
尊
彌み

　
だ陀

立

像
に
て
長
一（

約
五
四
㎝
）

尺
八
寸
な
る
を
安あ

ん

す
、
客
殿
五
間
四
方
坤

ひ
つ
じ
さ
る
の
む
き

向
な
り
、

　

兒
ち
ご
の
み
や
？

宮　

境
内
巽た

つ
みの

方か
た

に
あ
り
、
藥や

く
し師

を
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
す
、
弘
法
大
師
作
と
云
、
長
一

（
約
三
〇
㎝
）　
　

尺

許

　
ば
か
り

の
立
像
な
り
、
今
は
祠

ほ
こ
ら
　

破は
　
え壊

し
て
客
殿
に
置
、
兒
宮
と
唱と

な

ふ
る
濫

ら
ん
し
ょ
う

觴
は
傳
へ
ず
、

　

不
動
堂　

除じ
ょ
ち地

、
一

（
三
〇
坪
）

畝
、
村
の
東
山
上
に
あ
り
、
拝
殿
造
り
そ
へ
に
て
三
間
半
四
方

巽た
つ
み
む
き

向
、
白
瀧
山
の
額が

く

を
扁へ

ん

す
、
不
動
は
坐
像
長
一（

約
五
．二
㎝
）

寸
七
分
、
弘
法
大
師
作
と
云
り
、
縁
起

に
云
、
源
義
家
此こ

の

不
動
を
常
に
信
仰
し
、
天

て
ん
ぎ（
一
〇
五
三
～
五
八
）

喜
年
中
貞さ

だ
と
う
む
ね
と
う
　

任
宗
任
誅　

ち
ゅ
う
ば
つ

伐
の
時
、
甲

か
ぶ
と

の
内

へ
納
め
置
て
向
は
れ
し
に
、
果は

た

し
て
勝
利
あ
り
、
よ
り
て
康

こ
う
へ
い（
一
〇
六
三
）

平
六
年
權
五
郎
景
政
に
命

じ
て
、
伽が

ら
ん藍

を
此

こ
の
と
こ
ろ

所
に
造

ぞ
う
り
ゅ
う

立
し
、
彼か

の

尊
像
を
安
置
す
、
其
後
頼
朝
治じ

し
ょ
う（
一
一
八
〇
）

承
四
年
義
兵
を
擧あ

げ

し
時
、
當当

村
を
過よ

ぎ

り
賜た

ま

ひ
、
昔
の
佳か

れ
い例

を
思
ひ
出
て
、
當
所
の
内
鬢び

ん
た
ら
い
け

手
洗
池
に
て
身
を

淸
め
、
此こ

の

不
動
尊
に
祈き

せ
い誓

あ
り
、
建

け
ん
き
ゅ
う（
一
一
九
一
）

久
二
年
に
至
り
、
堂ど

う
う宇

を
再
び
造
營
せ
り
、
其そ

の
ご後

正し
ょ
う
け
い（
一
三
三
二
～
三
四
）

慶
の
頃
、
北
條
高
時
を
攻せ

め

ん
と
て
、
新
田
義
貞
發は

っ
こ
う向

の
砌

み
ぎ
り

、
此

こ
の
あ
た
り

邊
の
佛
閣
悉

こ
と
ご
とく

兵
火
に
罹か

か

り
て
烏う

ゆ
う有

と
な
れ
り
、
元

げ
ん
ろ
く（
一
六
九
四
）

祿
七
年
九
月
二
十
二
日
の
事
な
り
し
が
、
祠

ほ
こ
ら

を
造

ぞ
う
り
ゅ
う立

せ
ん
と
せ
し
に
、
此こ

の

地
中
よ
り
本
尊
と
同ど

う
た
い體

の
尊そ

ん
ぞ
う像

出
現
せ
り
、
二に

　
く躯

と
も
に
古こ

ぶ
つ佛

な
れ

ば
、
其そ

の

一
體体

必
昔
の
本
尊
な
る
べ
け
れ
ど
、
い
づ
れ
を
も
て
其そ

の

像
と
せ
ん
や
、
今
よ
り
は

知
べ
か
ら
ず
、
二に

　
く躯

と
も
に
山
上
の
堂
に
安あ

ん

す
、
石せ

っ
か
い階

を
登
る
こ
と
ま
づ
二
十
三
級き

ゅ
うを

へ
て
、

又
上
に
十
七
級
あ
り
、
そ
こ
よ
り
六
十
級
を
の
ぼ
り
堂
の
前
に
至
る
、
山
下
に
鳥
居
を
立た

て

り
、

　

前
不
動
堂　

本
堂
の
山
下
に
あ
り
、
坤

ひ
つ
じ
さ
る
の
む
き

向
な
り
、
此

こ
の
と
こ
ろ

處
よ
り
、
尊
像
を
掘
出
せ
し
故ゆ

え

、

僅わ
ず
かの

堂
を
し
る
し
に
た
て
り
と
云い

う

、

【
誅
伐
】（
ち
ゅ
う
ば
つ
）
罪
あ
る
者
を
攻
め
討
つ
こ
と
。
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瀧　

二
ヵ
所
と
も
に
境
内
に
あ
り
、
一
は
堂
に
向

む
か
い

て
左
の
方か

た

に
あ
り
、
一
は
本
堂
に
向

ひ
て
右
に
あ
り
、

　

岩
穴　

石せ
っ
か
い階

に
向
て
左
り
の
方
な
り
、
入
口
六

（
約
一
．八
ｍ
）

尺
四
方
ば
か
り
、
深
さ
も
六

（
一
〇
．九
ｍ
）

間
程
、

内
に
石
の
不
動
を
置お

く

、

　

別べ
っ
と
う当

明
王
院　

淨
土
宗
、
橘
樹
郡
小
机
村
泉
谷
寺
末
、
白
瀧
山
成
願
寺
と
號ご

う

す
、
客
殿

五
間
に
二
間
半
、
開
山
開
基
等
を
詳
に
せ
ず
、

◎
川か

わ
し
ま
む
ら

島
村　

川
島
村
は
、
郡
の
南
の
方か

た

に
あ
り
、
御み

く
り
や
ご
う

厨
鄕
榛は

ん
が
や
し
ょ
う

ヶ
谷
庄
に
屬
せ
り
、
家

數
百
四
軒
、
村
内
に
散

さ
ん
じ
ゅ
う住

す
、
東
よ
り
南
は
上
星
川
村
、
及
び
橘
樹
郡
坂
本
・
佛
向

の
二
村
な
り
、
西
の
方か

た

は
市い

ち
の
さ
わ

ノ
澤
・
三さ

ん
た
ん
だ

段
田
・
二
俣
川
・
白
根
の
四
村
に
て
、
北

は
新
井
新
田
・
上
菅
田
・
上
星
川
の
三
村
に
隣と

な

れ
り
、
東
西
二

（
約
二
．四
㎞
）

十
一
町
半
、
南
北

十（
約
一
．三
㎞
）

一
丁
半
な
り
、
村
内
す
べ
て
高
低
あ
り
、
土ど

し
ょ
う性

は
黑
眞ま

つ
ち土

黑
野の

づ
ち土

赤
土
砂さ

　
ど土

等
ま

じ
わ
れ
り
、
水

た

田
少
し
く
し
て
陸は

た
け田

多
し
、
水す

い
か
ん旱

共
に
患

う
れ
い

あ
り
、
秣ま

ぐ
さ
ば場

は
字あ

ざ

猪
ノ
山

に
あ
り
、
こ
れ
は
當
村
及
上
星
川
村
入い

り
あ
い會

の
地
な
り
、
段
數
十

（
三
八
，一
四
三
坪
）

二
町
七
段
一
畝
十
三

歩
、
又
百
姓
抱か

か
えの

卅

（
一
一
九
、五
三
四
坪
）

九
町
八
段
四
畝
十
四
歩
所
々
に
散さ

ん
ざ
い在

せ
り
、
村
の
北
の
方
に
一

條
の
往お

う
ら
い來

か
ゝ
れ
り
、
こ
れ
を
八
王
子
道
と
よ
ぶ
、
東
の
方
上
星
川
村
よ
り
入い

り

、
村

を
ふ
る
こ
と
三

（
約
三
三
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
に
し
て
又
上
星
川
村
に
か
ゝ
り
、
そ
れ
よ
り
又
村
内
に
入い

り

て
、
五

（
約
五
五
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
ゆ
き
て
白
根
村
に
達
せ
り
、
北
條
氏
分
國
の
頃
は
、
中
田
加
賀
守

及
び
山
川
淸
九
郎
の
二
人
領し

ら

せ
り
と
云
、
加
賀
守
が
子
孫
は
今
村
内
に
も
遣の

こ

れ
り
、

し
か
の
み
な
ら
ず
【
小
田
原
役
帳
】
に
も
加
賀
守
が
知
行
當
所
十
一
貫
五
百
五
十
文

の
よ
し
を
の
す
、
山
川
が
事
實
は
記
録
に
も
所
見
な
し
、
た
ゞ
當
所
に
い
ひ
傳
ふ
る

の
み
、
御
入
國
の
後
は
、
山
本
平
九
郎
に
た
ま
わ
り
し
と
云
、
山
本
家か

　
ふ譜

を
閲

け
み
す

る
に
、

平
九
郎
は
寛か

ん
ぶ
ん文

六
（
一
六
六
六
）

年
に
沒
せ
し
人
な
れ
ば
、
其
賜
り
し
も
慶

け
い
ち
ょ
う（
一
五
九
六
～
）

長
以
來
の
事
な
る
べ

し
、
す
で
に
寛か

ん
え
い永

十（
一
六
四
二
）

九
年
十
月
十
六
日
に
、
三
百
石
の
地
を
た
ま
は
り
し
と
云
と
き

【
入
會
】（
い
り
あ
い
）
一
定
地
域
の
住
民
が
特
定
の

権
利
を
も
っ
て
一
定
の
範
囲
の
森
林
・
原
野
ま
た
は

漁
場
に
入
り
、
共
同
用
益(

木
材
・
薪
炭
・
ま
ぐ
さ

な
ど
の
採
取)

す
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』
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は
、
此
こ
ろ
初
て
當
所
を
賜
は
り
し
な
る
べ
し
、
そ
の
孫
千
之
助
元げ

ん
ろ
く禄

三
（
一
六
九
〇
）

年
三
月

五
日
夭よ

う
し死

せ
し
に
よ
り
、
采さ

い
ち地

も
收し

ゅ
こ
う公

せ
ら
れ
て
、
大
岡
喜
右
衞
門
が
御
代
官
所

と
な
れ
り
、
い
く
ほ
ど
な
く
同

お
な
じ

き
十

（
一
七
〇
二
）

五
年
、
謙
光
院
法
印
太
田
某
に
賜た

ま

は
り
し
よ
り
、

子
孫
に
つ
た
へ
て
知
行
せ
し
が
、
曾ひ

ま
ご孫

道
壽
罪
あ
り
て
、
延

え
ん
き
ょ
う享

四
　（
一
七
四
七
）

年
十
一
月
六
日

遠お
ん
る流

せ
ら
れ
し
に
よ
り
、
ふ
た
ゝ
び
收し

ゅ
こ
う公

せ
ら
れ
、
齋
藤
喜
六
郎
が
支
配
所
と
な

れ
り
、
其
後
代
官
の
遷せ

ん
た
い替

は
寛か

ん
え
ん延

二
（
一
七
四
九
）

年
小
川
新
右
衞
門
、
つ
い
で
辻
六
郎
左
衞
門

か
は
る
、
寶ほ

う
れ
き暦

三
（
一
七
五
三
）

年
岩
手
伊
右
衞
門
、
同
七

（
一
七
五
七
）

年
志
村
六
郎
多
宮
師
智
、
同
九

（
一
七
五
九
）

年
辻

源
九
郎
、
明め

い
わ和

四
（
一
七
六
七
）

年
布
施
孫
市
郎
、
同
年
秋
よ
り
池
田
喜
八
郎
、
同
九

（
一
七
七
二
）

年
久
保
田

十
左
衞
門
正
邦
、
安あ

ん
え
い永

六
（
一
七
七
七
）

年
飯
塚
伊
兵
衞
英
長
、
天て

ん
め
い明

五
（
一
七
八
五
）

年
同
常
之
丞
、
同
八

（
一
七
八
八
）

年

江
川
太
郎
左
衞
門
、
寛か

ん
せ
い政

二
（
一
七
九
〇
）

年
伊
奈
右う

こ
ん
の
し
ょ
う
げ
ん

近
將
監
忠
宥
、
同
四

（
一
七
九
二
）

年
菅
沼
安
十
郎
定
昌
、

文ぶ
ん
か化

元
（
一
八
〇
四
）

年
伊
奈
友
之
助
忠
富
、
中
村
八
大
夫
知
剛
、
同（

一
八
〇
六
）

三
年
ふ
た
ゝ
び
伊
奈
友
之

助
忠
富
、
同（

一
八
一
三
）

十
年
小
野
田
三
郎
右
衞
門
信
利
か
は
り
て
よ
り
、
今
に
至
れ
り
、
下

の
小
高
新
田
も
同
じ
、
こ
の
餘よ

隨ず
い
り
ゅ
う
い
ん

流
院
領
三
石
あ
り
、
檢
地
は
寛か

ん
え
い永

二（
一
六
四
四
）

十
一
年
伊

奈
半
十
郎
忠
治
た
ゞ
せ
り
、
其
後
は
元げ

ん
ろ
く禄

十（
一
七
〇
一
）

四
年
に
至
り
、
古
川
武
兵
衞
・
江
川

太
郎
左
衞
門
承
は
れ
り
、

高
札
場　

村
の
東
の
方
に
あ
り
、

　

小
名

　
　

馬
場
崎　

村
の
東
な
り
、
中
田
加
賀
守
が
馬
を
乗
り
し
所
な
り
と
云

　
　

大
山
坂
臺台　

こ
れ
も
東
の
方
な
り
、

　
　

前
耕
地　

中
央
な
り
、

　
　

牛
び
り　

南
の
方
、
下し

も

並
に
同
じ
、

　
　

り
や
う
け
だ
い　

大
原
道　

二
の
澤　

倉
澤
臺　

南
丸

　
　

狸
久
保　

西
の
方
、
下
並
に
同
じ
、

【
采
地
】（
さ
い
ち
）領
地
。
知
行
所
。
采
邑（
さ
い
ゆ
う
）。

『
広
辞
苑
』

【
收
公
】（
し
ゅ
こ
う
）
領
地
な
ど
を
官
府
が
取
り
あ

げ
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』
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塚
ノ
下　

逆
田　

中
田
原　

み
や
う
ぎ
た　

稻
荷
山
臺　

寺
田
袋

　
　

後
川
島　

北
の
方
、
下
同
じ
、　

金
草
澤
谷　

猪
子
山

帷
子
川　

村
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
二
股
川
村
よ
り
入い

り

、
村
の
中
ほ
ど
よ
り
上
星
川
村
の
境
に
そ
ひ
て

な
が
る
ゝ
こ
と
、
す
べ
て
二（

約
二
．五
㎞
）

十
三
丁
ば
か
り
に
し
て
同
村
に
達
す
、
川
幅
五

（
約
九
ｍ
）

間
よ
り
七

（
約
一
三
ｍ
）

間

ま
で
な
り
、

板
橋　

村
の
東
に
よ
り
て
あ
り
、
帷
子
川
に
架わ

た

す
、
長
六

（
約
一
一
ｍ
）　

間
幅
四

（
約
一
．二
ｍ
）

尺
、
隨
流
院
領
の
内

に
て
、
則

す
な
わ
ち

寺
の
門
前
な
り
、
故
に
寺
よ
り
修
理
す
と
云い

う

、

堰せ
き　

帷
子
川
に
あ
り
、
そ
の
所
は
上
星
川
村
の
内
な
り
、
こ
ゝ
よ
り
水
を
引ひ

き

て
村
内
所
々

の
水

た
田
に
そ
ゝ
げ
り
、
又
竹
下
川
・
椚く

ぬ
ぎ
や
と

木
谷
川
・
逆さ

か
た田

川
・
猪
子
山
谷
川
等
の
細
流
あ
り
、

こ
れ
も
此

こ
の
あ
た
り

邊
の
用
水
に
も
ち
ゆ
と
云
、
其

そ
の
あ
ま
り

餘
の
水
は
帷
子
川
へ
合が

っ

せ
り
、
又
天て

ん
す
い水

を
た
ゝ

へ
て
濺そ

そ

ぐ
所
も
あ
り
、

溜た
め
い井

二
ヶ
所　

村
の
東
北
の
間
に
あ
り
、
二
ヶ
所
を
合
せ
て
一

（
三
九
六
坪
）

段
三
畝
六
歩
あ
り
、
こ
れ

も
所
々
の
水

た
田
に
そ
ゝ
げ
り
、

杉
山
社　

除じ
ょ
ち地

、
一

（
四
八
三
坪
）

段
六
畝
三
歩
、
村
の
中
程
の
丘
上
に
あ
り
、
村
内
の
鎭
守
な
り
、

勸か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代
を
し
ら
ず
、
本ほ

ん
じ
ぶ
つ

地
佛
は
不
動
の
立
像
に
て
、
長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
、
本
社
三
間
四
方
、
拝

殿
は
一
間
四
方
に
て
、
前
に
石
鳥
居
を
た
つ
、
共
に
東
に
向
へ
り
、
例
祭
年
々
九
月
十
二

日
、
橘
樹
郡
保
土
ヶ
谷
宿
圓
福
寺
持
、

八
幡
社　

除
地
、
二

（
二
五
坪
）

十
五
歩
、
村
の
東
北
の
方
に
あ
り
、
小
社
に
て
勸
請
の
年
代
を

　

傳
へ
ず
、
村
民
の
持
な
り
、
下し

も

同
じ
、

神
明
社　

除
地
、
二

（
二
一
坪
）

十
一
歩
、
村
の
東
に
あ
り
、

神
明
社　

除
地
、
四

（
一
三
六
坪
）

畝
十
六
歩
、
村
の
東
北
に
あ
り
、
社
側
に
觀
音
堂
跡
あ
り
、

　

こ
の
堂
地
を
合
て
除
地
前
の
數
と
な
る
、

稻
荷
社　

除
地
、
二

（
二
五
坪
）

十
五
歩
、
村
の
西
に
あ
り
、

稻
荷
社　

除
地
、
二

（
二
一
坪
）

十
一
歩
、
村
の
西
南
に
あ
り
、

稻
荷
社　

除
地
、
四

（
一
三
八
坪
）

畝
十
八
歩
、
村
の
東
南
に
あ
り
、

石
神
社　

除
地
、
十（

一
九
坪
）

九
歩
、
村
の
北
に
あ
り
、

【
溜
井
】（
た
め
い
）
灌
漑
用
水
を
溜
め
て
お
く
場
所
。
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隨ず
い
り
ゅ
う
い
ん

流
院　

境
内
一
萬
八
千
九
百
七
十
二
坪
、
村
の
東
に
あ
り
、
慶け

い
あ
ん安

元
（
一
六
四
八
）

年
十
月
二
十
四
日
、

境
内
觀
音
堂
領
三
石
餘あ

ま
りの

御ご
し
ゅ
い
ん

朱
印
を
賜た

ま

へ
り
、
當
寺
は
嘉か

き
つ吉

元
（
一
四
四
一
）

年
の
草そ

う
そ
う創

に
し
て
、
其
頃

は
觀
音
寺
と
號
し
た
れ
ど
、
わ
づ
か
な
る
庵あ

ん
し
つ室

の
さ
ま
な
り
し
と
い
ふ
、
開
基
榮え

い
そ
う叟

は

享き
ょ
う
ろ
く（
一
五
二
九
）

祿
二
年
十
月
九
日
化か

す
、遙

は
る
か

の
後
僧
宗
茂
が
住
せ
し
と
き
よ
り
一
寺
と
な
り
し
と
ぞ
、

こ
の
と
き
よ
り
今
の
如
く
に
改
め
し
な
る
べ
し
、
宗
茂
は
延

え
ん
ぽ
う
　寶

七
　（
一
六
七
九
）

年
二
月
十
五
日
寂じ

ゃ
くせ

り
、
今
こ
れ
を
開
山
と
せ
り
、
曹
洞
宗
に
て
、
橘
樹
郡
小
机
村
雲
松
院
の
末
寺
に
て
、
川

嶋
山
と
號
す
、
客
殿
九
間
に
六
間
半
、
本
尊
釋
迦
の
坐
像
長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
、

　

觀
音
堂　

客
殿
の
左
に
あ
り
、
二
間
四
方
、
本
尊
觀
音
は
弘
法
大
師
の
作
に
し
て
、

則

す
な
わ
ち

昔
の
本
尊
な
り
、
相あ

い
ど
の殿

に
金こ

ん
ぴ
ら

毘
羅
を
祭
れ
り
、

　

鐘
樓　

客
殿
の
右
に
あ
り
、
八
尺
四
方
、
鐘
經
二

（
約
六
〇
㎝
）

尺
ば
か
り
、
文ぶ

ん
か化

七
（
一
八
一
〇
）

年
再
興
の
銘め

い
ぶ
ん文

あ
り
、

正し
ょ
う
か
ん
じ

觀
寺　

除
地
、
六

（
一
九
八
坪
）

畝
十
八
歩
、
村
の
東
北
の
隅
に
あ
り
、
曹
洞
宗
、
こ
れ
も
雲
松
院
末
、

補ふ
だ
ら
さ
ん

陀
山
と
號
す
、
本
尊
觀
音
を
客
殿
に
安あ

ん

す
、
客
殿
は
六
間
に
四
間
東
向
な
り
、
立
像
に
し

て
長
二

（
約
六
㎝
）

寸
ば
か
り
弘
法
大
師
の
作
な
り
と
云
、
當
寺
は
も
と
の
名
主
中
田
藤
左
衞
門
と
云
も

の
、
僧
珠
牛
を
開
山
と
し
て
建
立
す
る
所
な
り
、
珠
牛
は
元げ

ん
ろ
く禄

元
　（
一
六
八
八
）

年
九
月
十
七
日
寂
せ
り
、

　

觀
音
堂　

客
殿
の
右
に
た
て
り
、
三
間
半
に
三
間
の
堂
に
て
、
本
尊
正
觀
音
は
坐
像
に

て
長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
、
堂
の
側
に
建け

ん
む武

元
（
一
三
三
四
）

年
の
碑
あ
り
、

　

神
明
祠　

堂
の
左
に
あ
り
、
こ
の
祠
に
一

（
四
六
坪
）

畝
十
六
歩
の
除
地
を
附
せ
り
、

　

松
月
庵　

見み
す
て
ち

捨
地
、
四

（
一
四
一
坪
）

畝
二
十
一
歩
、
村
の
南
に
よ
り
て
あ
り
、
四
間
に
二
間
の
堂
に

て
西
向
な
り
、
此
堂
は
元元

禄（
一
六
九
四
）

禄
七
年
僧
萬
機
と
い
へ
る
が
建
立
せ
し
よ
し
、
本
尊
彌
陀
、
坐

像
に
し
て
長
一

（
約
四
五
㎝
）

尺
四
五
寸
ば
か
り
、
隨
流
院
の
持
、

　

禪
道
庵　

年ね
ん
ぐ
ち

貢
地
、
十（

一
二
坪
）

二
歩
、
村
の
西
に
よ
り
て
あ
り
、
こ
れ
も
隨
流
院
の
持
な
り
、

開
基
宗
伯
享

き
ょ
う
ほ
う
　

保

六
　（
一
七
二
一
）

年
建
立
せ
り
、
五
間
に
四
間
東
向
な
り
、
本
尊
釋
迦
の
坐
像
長

一
（
約
三
〇
㎝
）

尺
餘
、

舊旧

家
者
百
姓
藤
左
衞
門　

こ
の
所
の
村そ

ん
せ
い正

に
て
中
田
を
氏う

じ

と
す
、
先
祖
加
賀
守
は
北
條
氏

の
家
人
に
し
て
、
そ
の
禄ろ

く

今
の
石こ

く
だ
か高

を
も
て
い
は
ゞ
、
三
萬
石
ほ
ど
を
受
し
も
の
な
り

【
享
祿
二
年
】　

原
文
で
は
享
保
二
年
と
誤
記
。『
編
者
』

【
村
正
】（
そ
ん
せ
い
）
村
長
。
里
正
。
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と
云
、
此

こ
の
あ
た
り

邊
よ
り
稻
毛
等
を
す
べ
て
郡ぐ

ん
だ
い代

せ
し
よ
し
を
云い

い
つ
た傳

へ
り
、【
北
條
家
人
役
帳
】

を
按

あ
ん
ず

る
に
、
中
田
加
賀
守
が
名
を
の
せ
て
、
小
机
の
内
川
嶋
及
び
矢
上
の
内
、
十
五
貫

四
百
二
十
文
を
領し

ら

せ
し
よ
し
を
の
す
、
天

て
ん
し
ょ
う
　正

十（
一
五
九
〇
）

八
年
小
田
原
沒
落
の
時
、
加
賀
守
は
己

が
采さ

い
ゆ
う邑

矢
上
村
へ
落
來
り
、
同
年
沒ぼ

っ

せ
し
に
よ
り
、
同
所
保
福
寺
へ
葬

ほ
う
む

れ
り
、
そ
の
子
藤

左
衞
門
は
後
に
當
村
へ
移
れ
り
、
其
こ
ろ
父
加
賀
守
が
遺
骨
を
分
ち
て
持
來
り
、
正
觀
寺

を
建
て
そ
の
塚
を
築
き
し
な
り
、
其
石
碑
境
内
に
存
せ
り
、
大た

い
ゆ
う
い
ん
ど
の

猷
院
殿
の
御

お
お
ん
と
き

時
、
正
し
き

由
緒
あ
る
浪
人
百
姓
等
の
系
圖
を
さ
ゝ
ぐ
べ
き
よ
し
、
命め

い

あ
り
し
頃
、
藤
左
衞
門
が
系
圖図

を
も
奉

た
て
ま
つり

し
か
ば
、
や
が
て
長
男
を
ば
召
出
さ
れ
て
、
知
行
五
百
石
を
賜
は
り
、
屋
敷
を

ば
江
戸
神
田
於
玉
ヶ
池
に
て
た
ま
ひ
し
と
な
り
、
さ
れ
ど
其
年
月
等

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
後
に

嗣
ぐ
な
く
し
て
家
絶
し
と
云
、
今
の
藤
左
衞
門
は
、
は
じ
め
先
祖
の
御
家
人
に
加
へ
ら
れ

し
と
き
、
名

み
ょ
う
せ
き

跡
と
し
て
次
男
某
を
此
所
へ
殘
し
置
け
る
、
そ
の
子
孫
な
り
と
ぞ
、

◎
三さ

ん
た
ん
だ
む
ら

段
田
村　

三
段
田
村
は
、
郡
の
南
の
方か

た

に
あ
り
、
古

い
に
し
えは

川
島
村
の
内
な
り
し
が
、

正し
ょ
う
と
く（
一
七
一
五
）

德
五
年
十
二
月
、
今
の
地
頭
安
藤
八
郎
左
衛
門
定
名
が
先
祖
、
志
摩
守
定
知
へ

賜
は
り
し
と
き
、
分ぶ

ん
ご
う鄕

と
な
り
し
よ
し
、
里さ

と
び
と人

は
い
ひ
傳つ

た

ふ
、
さ
れ
ど
正

し
ょ
う
ほ
う
ね
ん
じ
ゅ
う

保
年
中

改か
い
て
い
の
こ
く
ず

定
國
圖
已す

で

に
、
別
に
一
村
に
し
て
、
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
支
給
所
な
り
し
由よ

し

記し
る

し
た
れ
ば
、
其
頃
に
已す

で

に
分
村
あ
り
し
こ
と
し
ら
る
。
家
數
十
一
軒
、
村
の
西
北

に
軒
を
つ
ら
ぬ
、
東
は
小
高
新
田
に
つ
ゞ
き
、
西
は
二
俣
川
村
に
て
、
南
は
市
の

澤
村
な
り
、
北
は
す
な
わ
ち
川
島
村
な
り
、
東
西
四

（
約
四
四
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
、
南
北
六

（
約
六
六
〇
ｍ
）

丁
ほ
ど
、

土ど
し
ょ
う性

高
低
相あ

い
な
か
ば

半
し
て
、
す
べ
て
い
へ
ば
不ふ

へ
い平

の
地
な
り
、
土
性
は
黑
野の

づ
ち土

へ
な
交ま

じ

り

に
し
て
、
陸
田
少
く
水

た
田
多
し
、
さ
れ
ど
用
水
便た

よ

り
あ
し
く
し
て
、
わ
づ
か
に
淸
水

を
引
用
ゆ
れ
ば
、
ま
ゝ
旱か

ん
そ
ん損

の
患

う
れ
い

あ
り
、
檢
地
は
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
安
藤
對
馬
守
重
治
た
ゝ

せ
り
、

高
札
場　

字あ
ざ

中
原
通
り
に
あ
り
、

【
采
邑
】（
さ
い
ゆ
う
）
領
地
。
知
行
所
。『
広
辞
苑
』

【
大
猷
院
】（
た
い
ゆ
う
い
ん
）
徳
川
家
光
の
諡
号
（
し

ご
う
）。『
広
辞
苑
』

【
へ
な
】
ね
ば
り
け
の
あ
る
泥
土
。
ね
ん
ど
。
は
に
。
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小
名

　
　

長
谷　

西
南
の
方か

た

に
あ
り
、

　
　

中
丸　

南
の
方
に
あ
り
、

　
　

向
ひ
原　

東
の
方
な
り
、

　
　

橋
戸
通　

こ
れ
も
同
じ
邊

あ
た
り

な
り
、

　
　

三
つ
谷　

北
の
方
な
り
、

山
王
社　

見み
す
て
ち

捨
地
、
一

（
三
〇
坪
）

畝
、
字あ

ざ

向
原
に
あ
り
、
其そ

の
ち地

丘
上
に
て
松

し
ょ
う
じ
ゅ樹

繁
茂
せ
り
、
鎭
座
の

年
代
を
詳

つ
ま
び
ら
かに

せ
ず
、
社
前
に
木
の
鳥
居
を
た
つ
、
村
持
な
り
、

　

稻
荷
社　

除じ
ょ
ち地

、
一

（
三
五
坪
）

畝
五
歩
、
村
の
中
程
に
て
こ
れ
も
丘
上
な
り
、
村
の
鎭
守
と
す
、

鎭
座
の
年
代
を
し
ら
ず
、
社
前
に
木
の
鳥
居
を
た
つ
、
例
祭
は
年
々
九
月
十
二
日
、
村
持
、

西
岸
寺　

除
地
、
四（

一
二
八
坪
）

畝
八
歩
、
村
の
西
に
あ
り
、
淨
土
宗
、
二
俣
川
村
淨
性
院
の
末
、
南

名
山
覺
法
院
と
號ご

う

す
、
開
山
秀
芳
寂

じ
ゃ
く
ね
ん
　

年
詳
な
ら
ず
、
本
尊
彌み

　
だ陀

坐
像
に
し
て
、
長

四（
約
一
．三
五
ｍ
）

尺
五
寸
餘

　
あ
ま
り、

良
辨
僧
都
の
作
な
り
、
其
他
藥や

く
し師

の
像
あ
り
、
長
一（

約
四
五
㎝
）

尺
五
寸
、
客
殿
三

間
四
間
南
向
な
り
、

◎
小お

だ
か
し
ん
で
ん

高
新
田　

小
高
新
田
は
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う（
一
六
八
七
）

享
四
年
小
高
市
右
衛
門
と
云
も
の
ゝ
開か

い
こ
ん墾

す
る
所

に
し
て
、
そ
の
村
は
三
段
田
村
と
今
井
村
と
の
間
に
接
せ
り
、
當
郡
は
す
べ
て
山
に
そ

ひ
た
る
所
な
り
、
さ
れ
ど
昔
は
其

そ
の
あ
い
だ間

に
原は

ら
の野

空く
う
か
ん閑

の
地
も
多
き
に
よ
り
、
か
の
市
右
衛

門
新
墾
の
こ
と
を
企

く
わ
だ
てし

と
云
、
其そ

の
ち地

は
川
井
・
二
股
川
・
今
宿
・
白
根
・
今
井
・
市
野

澤
等
の
六
ヶ
村
に
散
在
せ
る
原は

ら
の野

と
、
久
良
岐
郡
戸
部
村
の
秣ま

ぐ
さ
ば場

の
飛と

び
ち地

と
を
あ
わ
せ

て
開か

い
こ
ん墾

し
、
己

お
の
れ

が
家か

ご
う號

を
も
て
小
高
新
田
と
名
づ
け
た
り
、
か
の
數
村
の
空あ

き
じ地

を
あ
つ

め
た
る
も
の
な
れ
ば
、
其
地
所
々
に
散
在
し
て
、
四
方
の
界か

い
い
き域

も
さ
ただ

か
に
辨べ

ん

す
べ
か

ら
ず
、
た
ゞ
村
落
を
な
す
所
前
文
に
云い

う

ご
と
く
、
三
段
田
と
今
井
と
の
間

あ
い
だ

の
地
に
し
て
、

も
と
久
良
岐
郡
戸
部
村
の
飛
地
な
り
、
市
右
衛
門
が
子
孫
は
世よ

　
よ々

名
主
を
つ
と
め
、

今
も
彌
市
と
號ご

う

し
て
此こ

の
ち地

に
住

じ
ゅ
う

せ
り
、
家
數
四
十
八
軒
、
土
地
高
低
多
く
し
て
す
べ

て
陸は

た
け田

な
り
、
土
性
は
黑
野の

づ
ち土

な
り
、
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
安
藤
對
馬
守
檢け

ん
ち地

な
り
、
こ
の

【
空
閑
】（
く
う
か
ん
）
未
開
墾
の
荒
地
。
利
用
し
な
い
で
、
あ
け
て
あ
る
土
地
。
空
地
。『
広
辞
苑
』
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餘よ

芝し
ば
の野

六（
十
八
萬
坪
）

十
丁
散
在
し
て
、
所
々
に
あ
り
、
昔
百
姓
の
持も

ち

な
り
、

高
札
場　

村
の
東
の
方
市
野
澤
村
の
つ
ゞ
き
に
あ
り
、

　

小
名

　
　

中
丸 
東
に
よ
り
て
あ
り
、

　
　

小
中
丸 

中
丸
に
つ
ゞ
き
し
地
な
り
、

　
　

千
段
丸 

こ
れ
も
同
つ
ゞ
き
な
り
、

　
　

鹿
子
谷 

南
の
方か

た

な
り
、

　
　

狐
谷 

こ
れ
も
南
の
方
な
り
、

　
　

星
谷 

同
じ
邊
に
あ
り
、

　
　

う
ば
や
し
き　

西
の
方
、
二
俣
川
の
内
に
あ
る
飛
地
な
り
、

　
　

中
尾 

西
の
方
な
り
、

　
　

ろ
う
馬 

こ
れ
も
同
邊
な
り
、

　
　

大
久
保 

西
の
方
を
云
、

　
　

御
殿
丸 

こ
れ
も
同
じ
邊
な
り
、

　
　

後
谷
（
ウ
シ
ロ
ヤ
ツ
）　

西
北
の
か
た
な
り
、

　
　

赤
坂 

北
の
か
た
な
り

　

神
明
社　

年ね
ん
ぐ
ち

貢
地
、
村
の
鎭
守
な
り
、
名
主
彌
市
が
か
ま
へ
の
内
に
あ
り
、

　

六
塚　

北
の
方か

た

、
今
宿
村
に
接
せ
し
所
に
あ
り
、
そ
の
數
六
あ
る
故
か
く
よ
べ
り
、
い

づ
れ
も
二
坪
ば
か
り
の
小こ

づ
か冢

な
り
、
來ら

い
ゆ由

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、

◎
岡お

か
づ
し
ん
で
ん

津
新
田　

岡
津
新
田
も
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う（
一
六
八
七
）

享
四
年
の
開か

い
こ
ん墾

な
り
、
こ
の
地
も
と
相
州
鎌
倉

郡
岡
津
村
、
及
び
郡
中
二
俣
川
村
と
の
境

さ
か
い

な
る
原は

ら
の野

な
り
し
を
、
新に

い
は
り墾

の
企

く
わ
だ
てあ

り

し
と
き
、
岡
津
村
の
百
姓
等
を
か
り
集
て
闢ひ

ら

き
し
に
よ
り
、
村
名
に
は
岡
津
を
も

て
稱

し
ょ
う

す
れ
ど
も
、
小
高
市
右
衛
門
が
企
に
よ
れ
ば
、
今
も
二
俣
川
村
よ
り
持も

ち
ぞ
え添

の

地
に
し
て
、
貢こ

う
ぜ
い税

等
は
小
高
新
田
の
名
主
役
の
進
退
に
よ
れ
り
と
云い

う

、
も
と
よ
り

民
家
は
な
く
す
べ
て
陸
田
な
り
、
檢
地
等
の
こ
と
皆
小
高
新
田
に
同
じ
、

新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
八
十
二
終

【
貢
税
】（
こ
う
ぜ
い
）
物
品
で
納
め
る
税
。『
広
辞
苑
』


