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ま
と
め

　

本
稿
で
は
座
講
の
開
放
性
・
閉
鎖
性
が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
か
を
検
討
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
和
歌
山
県
橋
本
市
の
隣
接
す
る
二
集
落
の
座
講
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。
賢

堂
の
座
講
は
開
放
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
向
副
の
座
講
は
閉
鎖
的
で
あ
る
。
賢
堂
の
座
講
は
明
治

時
代
か
ら
開
放
化
を
図
っ
て
お
り
、
二
つ
の
座
講
は
明
治
の
時
点
で
違
い
が
あ
っ
た
。
向
副
で
は
江

戸
時
代
に
座
講
を
め
ぐ
る
争
論
が
あ
り
、「
座
入
帳
」
が
作
成
さ
れ
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
に

つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
向
副
の
座
講
の
閉
鎖
性
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
座
講
の
開
放
性
・
閉
鎖
性
は
、
立
地
条
件
、
都
市
化
の
度
合
、
宗
教
的
な
状
況
だ

け
で
は
な
く
、
歴
史
的
経
緯
も
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
座
講
、
開
放
性
と
閉
鎖
性
、
座
入
帳
、
争
論
、
和
歌
山
県
橋
本
市
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❶
閉
鎖
性
・
開
放
性

戦
後
の
村
落
研
究
は
民
主
化
の
実
現
を
目
的
と
し
て
進
め
ら
れ
た
）
1
（

。
そ
の
中
で
村

は
封
建
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
実
態
究
明
が
は
か
ら
れ
た
。
宮
座
も
封
建
的
な
も

の
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
注
目
さ
れ
、
宮

座
は
特
権
的
な
組
織
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
研
究
に
お
い
て
は
株
座
が
注
目
さ
れ
、
株

座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
株
座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
は
、
宮
座

の
閉
鎖
性
か
ら
開
放
性
へ
の
変
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。

戦
後
の
村
は
民
主
化
を
進
め
、閉
鎖
的
な
宮
座
は
開
放
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

宮
座
は
一
律
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
安
藤
精
一
〔
一
九
七
八
〕
は
、
和
歌

山
県
下
の
事
例
か
ら
宮
座
を
孤
立
型
宮
座
（
世
俗
化
型
）
と
融
合
型
宮
座
（
村
祭
型
）

に
分
類
し
た
。
孤
立
型
宮
座
（
世
俗
化
型
）
は
宮
座
構
成
員
の
み
で
祭
祀
を
お
こ
な

う
が
飲
食
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
融
合
型
宮
座
（
村
祭
型
）
は
村
全
体
で
祭

祀
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
二
つ
の
類
型
は
人
口
流
入
の
多
少
に
よ

る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
山
県
下
で
は
孤
立
型
宮
座
は
人
口
流
入
の
多
い
紀
北
に

見
ら
れ
、
融
合
型
宮
座
は
人
口
流
入
の
少
な
い
紀
南
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

安
藤
の
論
文
は
三
〇
年
前
の
も
の
で
あ
り
、
宮
座
を
と
り
ま
く
状
況
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
立
論
自
体
が
現
在
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
は
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、宮
座
の
開
放
化
を
考
え
る
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
安
藤
に
よ
っ
て
孤
立
型
宮
座
が
分
布
す
る
と
さ
れ
た
紀
北
を
対
象
と
し
て
宮

座
の
開
放
性
・
閉
鎖
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
、
安
藤
が
孤
立
型
宮

座
の
例
と
し
て
挙
げ
た
橋
本
市
賢かし
こ
ど
う堂

の
定
福
寺
の
座
講
を
分
析
対
象
と
す
る
。
加

え
て
、
賢
堂
に
隣
接
す
る
向むか
副そい
の
観
音
寺
の
座
講
を
比
較
す
る
。
隣
接
す
る
村
に
お

け
る
座
講
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
開
放
性
と
閉
鎖
性
の
差
異
が

生
じ
た
の
か
が
検
討
で
き
る
と
考
え
る
。

❷
調
査
地
の
概
要

橋
本
市
は
和
歌
山
県
の
北
東
部
に
位
置
し
、
大
阪
府
・
奈
良
県
に
接
し
て
い
る
。

調
査
地
で
あ
る
賢
堂
と
向
副
は
橋
本
市
の
中
央
部
に
あ
り
、
紀
ノ
川
の
左
岸
に
位
置

し
た
隣
り
合
っ
た
集
落
で
あ
る
。
も
と
は
農
業
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
っ
た
が
、

Ｊ
Ｒ
・
南
海
橋
本
駅
に
も
近
く
、
大
阪
へ
の
通
勤
圏
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

も
あ
り
、
市
街
地
に
隣
接
す
る
形
で
人
口
の
流
出
は
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
立
地

条
件
か
ら
新
し
い
住
民
が
一
戸
建
て
や
ア
パ
ー
ト
に
住
む
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
平
成

一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
現
在
の
世
帯
数
・
人
口
は
賢
堂
が
一
六
九
世
帯
・
四
九
〇
人
、

向
副
が
三
一
九
世
帯
・
九
四
三
人
で
あ
る
。
特
に
向
副
に
移
り
住
ん
だ
人
の
家
が
多

く
建
っ
て
い
る
。

二
集
落
は
近
世
に
お
い
て
は
高
野
山
行
人
方
に
属
し
て
お
り
、
南
接
す
る
横
座
と

と
も
に
一
村
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
も
あ
る
）
2
（

。『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
賢
堂
が
「
旧

は
向
副
村
の
枝
郷
な
り
」
と
あ
り
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
為
取
替
誓
書
之
事
」

に
は
向
副
二
年
と
賢
堂
一
年
で
交
替
し
て
庄
屋
を
勤
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
行

政
上
も
非
常
に
密
接
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

横
座
を
含
め
た
三
集
落
の
強
い
つ
な
が
り
は
、
信
仰
面
で
も
見
ら
れ
る
。『
紀
伊

続
風
土
記
』に
よ
れ
ば
向
副
の
八
幡
宮
に
つ
い
て「
村
中
に
あ
り
。一
村
の
氏
神
な
り
」

と
述
べ
た
後
、「
旧
は
向
副
・
横
座
・
賢
堂
三
箇
村
の
氏
神
な
り
」
と
記
し
て
お
り
、

向
副
の
八
幡
宮
が
も
と
は
三
集
落
の
氏
神
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
村
の
背
後
の
山

に
位
置
し
て
雨
乞
い
の
信
仰
を
持
っ
た
龍
王
山
や
地
蔵
堂
も
、
三
集
落
に
よ
っ
て
共

同
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、「
向
副
三
ヶ
村
支
配
」
と
し
て
三
集
落
に
よ
っ

て
共
同
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
地
蔵
堂
の
管
理
費
用
を
三
集
落
で
分
担
す
る
サ

ン
ガ
ワ
リ
が
現
在
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
向
副
に
は
住
職
が
い
な
い
た

め
に
、
賢
堂
の
定
福
寺
の
住
職
が
兼
務
し
て
い
る
。

生
産
面
で
は
、
二
集
落
で
共
有
さ
れ
た
溜
池
も
あ
り
、
水
利
で
も
関
係
を
持
っ
て
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い
る
。
向
副
と
賢
堂
は
地
理
的
に
隣
り
合
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
面

で
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
隣
り
合
っ
て
、
社
会
条
件
が
同
じ
集

落
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
は
非
常
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
非
常

に
近
い
条
件
を
持
っ
た
集
落
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
宮
座
の
開
放
性
・
閉

鎖
性
を
決
定
す
る
の
か
を
考
え
る
に
は
最
適
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

❸
座
講
の
現
在

次
に
、
賢
堂
と
向
副
の
座
の
現
状
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
集
落
に
は
、
座ざこ
う講

と
呼
ば
れ
る
組
織
が
残
っ
て
い
る
が
、
寺
院
や
堂
を
中
心
に

仏
教
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
堂どう
ざ座

と
も
呼
ば
れ
る
。

賢
堂
の
座
講
は
、
旧
集
落
に
在
住
す
る
四
〇
歳
以
上
の
男
性
の
希
望
者
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
二
一
名
が
加
入
し
て
い
る
。
行
事
と
し
て
は
、
一
月

一
〇
日
前
後
の
日
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
初
講
が
中
心
で
あ
り
、
年
末
に
納
講
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
は
、
年
行
司
と
呼
ば
れ
る
世
話
人
に
よ
っ
て
準

備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
賢
堂
の
座
講
は
堂
の
谷
川
を
境
に
し
て
東
西
二
つ
に
分
け
ら

れ
て
お
り
、
年
行
司
は
東
西
各
一
名
が
選
ば
れ
て
座
講
の
仕
事
を
共
同
で
お
こ
な
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、向
副
の
座
講
は
現
在
で
は
宗
教
行
事
に
か
か
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

氏
子
が
中
心
に
な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
秋
祭
の
時
に
幟
を
立
て
る
役
割
を
担
当
す
る

程
度
で
あ
る
。
向
副
の
座
講
は
従
来
の
加
入
者
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

一
〇
軒
程
度
で
あ
る
。
座
講
の
活
動
と
し
て
は
、
食
事
会
を
し
た
り
、
二
年
に
一
回

程
度
旅
行
し
た
り
し
て
い
る
。
現
在
で
は
座
講
は
宗
教
的
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

親
睦
会
的
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

賢
堂
の
座
講
は
旧
集
落
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
四
〇
歳
に
な
れ
ば
希
望
者
は
加

入
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
向
副
の
座
講
は
新
加
入
者
を
認
め
て
い
な
い
た
め

に
軒
数
が
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
賢
堂
の
座
講
が
定
福
寺
の
行
事
に
関
与
し
て
い

図1　賢堂と向副の位置（国土地理院 25000 分の１の地形図）
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る
の
に
対
し
て
、
向
副
で
は
寺
院
や
神
社
の
行
事
は
区
・
檀
家
・
氏
子
が
中
心
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
座
講
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
い
な
い
。

賢
堂
と
向
副
は
隣
り
合
っ
た
集
落
で
立
地
条
件
か
ら
見
て
も
、
宗
教
的
環
境
か
ら

見
て
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
座
講
の
あ
り
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
座
の
開
放
性
と
閉
鎖
性
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
二
つ
の
座
講
を
比
較
検
討
す

る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

❹
座
講
の
行
事

賢
堂
と
向
副
の
座
講
の
現
状
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
座
講
の
行
事

は
も
と
も
と
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
共
通
す
る
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
変
化
し
た
の

か
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
賢
堂
の
行
事

賢
堂
の
座
講
が
現
在
お
こ
な
っ
て
い
る
行
事
は
初
講
と
納
講
で
あ
る
。
納
講
は

一
二
月
に
お
こ
な
う
行
事
で
、
午
前
中
に
豆
腐
を
焼
く
豆
腐
焼
を
お
こ
な
い
、
午
後

に
座
講
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
て
す
き
焼
き
で
会
食
を
す
る
。
初
講
は
い
わ
ゆ
る
修

正
会
で
あ
り
、
一
月
一
〇
日
前
後
の
日
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

初
講
の
準
備
は
、一
二
月
末
か
ら
東
西
二
名
の
年
行
司
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

当
日
は
、
朝
八
時
頃
か
ら
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
る
（
写
真
1
）。
一
〇
時
頃
よ
り
定

福
寺
の
本
堂
で
住
職
が
導
師
を
つ
と
め
て
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
（
表
1
）。
座
講

の
メ
ン
バ
ー
が
入
堂
し
て
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
住
職
が
導
師
を
つ
と
め
（
写
真

2
）、
本
尊
が
開
帳
さ
れ
る
こ
と
か
ら
基
本
的
に
は
密
教
儀
礼
と
し
て
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。

最
年
長
者
で
あ
る
一
臈
が
鐘
を
三
つ
叩
い
た
（
写
真
3
）
後
に
、
住
職
が
読
経
を

は
じ
め
る
。
参
加
者
一
同
で
般
若
心
経
を
三
巻
読
ん
だ
後
、
住
職
が
神
名
帳
を
拝
読

す
る
。
そ
し
て
シ
ョ
ウ
ネ
（
精
根
）
入
れ
と
い
っ
て
、
年
行
司
が
厨
子
を
牛
玉
杖
で

10：28～ 本堂に入る。入る時に住職から香を手渡される。
10：32～ 年行司が厨子の扉を開ける。
10：35～ 住職登壇（写真 2）
10：35～ 拝礼・礼拝
10：38～ 導師灑水三礼
10：41～ 一臈鐘三ツ（写真 3）
10：41～ 読経（導師）
10：55～ 一同般若心経３巻
11：00～ 神名拝読
11：08～ 講員各家族安全祈願
11：15～ 精根入れ＝年行司が厨子を左から７・５・３の順に

牛玉杖でたたく。一臈から順に牛玉杖の玉の版木
を頭上にいただく（写真 4）。

11：20～ 一臈鐘三ツ
11：21～ 閉扉
11：22～ 火送り（写真 5）
11：25～ 八幡に火を移す。
11：26～ 九重塔に火を移す（写真 6）。
11：28～ 心経を唱える（写真 7）。
11：32～ 読経
11：33～ 弓放ち行事（写真 8）
11：50～ 直会（終了後、村境に矢立をおこなう。）

表1　賢堂の修正会の式次第

図2　賢堂の定福寺境内
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写真5　火送り

写真3　鐘を叩く一臈

写真4　参加者に牛玉杖をかざす年行司 写真1　札を刷る年行司

写真2　住職と一臈

写真6　九重石塔に灯明を供える年行司
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叩
く
し
ぐ
さ
を
し
、
そ
の
後
参
拝
者
の
頭
に
牛
玉
杖
を
か
ざ
す
（
写
真
4
）。
こ
の

時
も
、
ま
ず
一
臈
に
牛
玉
杖
を
か
ざ
し
た
後
に
、
他
の
参
加
者
を
回
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、そ
れ
が
終
わ
る
と
、一
臈
が
再
び
鐘
を
三
つ
叩
い
て
、本
尊
が
閉
扉
さ
れ
る
。

本
堂
で
の
儀
礼
が
終
わ
る
と
、
年
行
司
が
厨
子
に
供
え
て
い
た
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
を

升
で
消
え
な
い
よ
う
に
し
て
外
へ
持
ち
出
し
（
写
真
5
）、
庫
裏
の
横
に
あ
る
八
幡

社
に
移
す
。
そ
し
て
、
境
内
の
前
に
あ
る
九
重
塔
に
も
火
を
移
す
（
写
真
6
）。
こ

こ
に
は
予
め
供
え
物
と
生
木
の
塔
婆
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
前
で
住
職
と
参
加

者
が
般
若
心
経
を
唱
え
る
（
写
真
7
）。
そ
の
後
、
一
臈
が
上
・
下
・
中
の
方
向
へ

と
弓
を
射
る
弓
放
ち
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
（
写
真
8
）。

以
上
で
行
事
が
終
わ
り
、
庫
裏
に
戻
っ
て
、
座
講
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
会
計
報
告

な
ど
の
話
し
合
い
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
住
職
も
参
加
し
て
直
会
が
お

こ
な
わ
れ
る
。直
会
の
後
に
笹
竹
で
作
っ
た
矢
を
二
本
一
組
に
し
て
村
境
に
立
て
る
。

こ
れ
で
初
講
が
終
了
す
る
。

②
向
副
の
行
事

向
副
で
は
賢
堂
の
よ
う
な
行
事
は
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
戦
前

に
は
座
講
が
集
ま
っ
て
行
事
を
し
て
い
た
と
言
う
。
一
月
一
一
日
の
吉
書
、
五
月
の

涅
槃
、
夏
、
一
二
月
の
四
回
の
行
事
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
食
糧
難
の
た
め
に
一
月

だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
年
行
司
と
い
う
当
番
が
あ
っ
て
、
そ
の
家
で
宴
会

を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

向
副
の
座
講
が
ど
の
よ
う
な
行
事
を
し
て
い
た
の
か
は
現
在
と
な
っ
て
は
分
か
ら

な
い
。
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
に
実
施
さ
れ
た
『
宮
座
・
講
に
つ
い
て
の
調
査
）
3
（

』

の
回
答
で
あ
る
「
向
副
部
落
宮
座
に
つ
い
て
の
調
査
票
（
案
）」（
資
料
1
）
は
座
講

の
長
老
三
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
座
講
を
「
座
中
」
と
称

し
て
お
り
、
八
幡
宮
と
観
音
寺
に
関
係
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

八
幡
宮
に
関
係
す
る
年
間
の
行
事
と
し
て
、
旧
正
月
祭
、
夏
祭
り
、
秋
祭
り
、
例

大
祭
（
九
月
一
五
日
）、
火
た
き
祭
り
（
一
一
月
一
五
日
）
が
あ
っ
た
が
、
昭
和

写真8　弓放ちをする一臈 写真7　賢九重石塔の前での儀礼
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三
一
年
に
は
こ
れ
ら
の
行
事
も
中
断
し
て
い
た
と
い
う
。

一
方
、
寺
院
へ
の
信
仰
は
特
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
と
し
て
い
る
。
明
治
一
六

年
（
一
八
八
三
）
の
「
恒
例
修
正
行
事
目
録
」
に
は
本
尊
を
開
帳
し
た
こ
と
や
牛

玉
杖
を
供
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
牛
玉
杖
と
檀
餅
が
一

般
参
拝
者
に
頒
布
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
正
会
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
に
も
、
座
講
の
年
行
司
が
僧
侶
を
招
い
て
、
旧
二
月

一
五
日
に
涅
槃
会
を
主
宰
し
た
と
い
う
。
当
日
は
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
の
転
読
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。

向
副
で
は
、
こ
れ
ら
の
座
講
の
行
事
は
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
賢
堂
の

行
事
と
同
様
の
も
の
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

❺
賢
堂
の
規
約
改
正

賢
堂
の
座
講
は
現
在
開
放
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
経
た
結

果
で
あ
る
。
賢
堂
の
座
講
の
開
放
化
の
過
程
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
明
治
二
六
年
の
規
約
改
正

座
講
の
開
放
に
つ
い
て
は
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
の
「
規
約
証
書
）
4
（

」（
資
料

2
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
賢
堂
の
座
講
は
「
旧
来
ノ
慣
行
モ
有

之
、
該
講
筋
株
ニ
限
り
養
子
入
人
ハ
三
代
生
引
ハ
末
代
ノ
加
入
ヲ
不
許
ト
規
約
モ
有

之
候
」
と
あ
り
、
加
入
者
は
筋
株
に
限
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
養
子
を
と
っ
た
場
合

に
は
三
代
の
加
入
を
許
さ
ず
、
生
き
て
い
る
時
に
退
会
す
れ
ば
末
代
ま
で
加
入
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
二
六
年
に
座
講
の
講
員
三
名
か
ら
特
別
加
入
の
申
し
出
が
あ

り
、
四
名
の
新
規
加
入
の
推
薦
が
あ
っ
て
、
座
講
の
相
談
の
上
で
「
旧
慣
行
ヲ
違
変

シ
」
て
加
入
を
認
め
た
と
い
う
。
こ
の
時
四
名
は
年
齢
が
相
応
で
あ
っ
た
の
で
、
寄

付
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
入
が
認
め
ら
れ
た
。
旧
株
二
九
名
に
新
規
加
入
者
が

加
わ
っ
て
、
講
員
は
三
三
名
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
新
規
加
入
者
を
認
め
る
と
と
も
に
、
規
約
も
改
正
し
て
新
し
く
し
た
。

そ
の
後
に
、
加
入
条
件
を
記
し
て
い
る
。

①
旧
株
の
別
家
は
加
入
で
き
る
が
、
別
家
か
ら
の
別
宅
は
加
入
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
新
別
宅
で
も
二
代
後
に
は
加
入
で
き
る
。

②
加
入
す
る
に
は
相
当
年
齢
に
な
る
と
と
も
に
、
座
講
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。

③
筋
株
を
持
っ
て
い
な
い
家
か
ら
養
子
を
と
っ
た
場
合
に
は
三
代
加
入
で
き
な

い
。た
だ
し
、養
子
か
ら
の
特
別
加
入
の
申
し
出
が
あ
れ
ば
、座
講
が
相
談
す
る
。

④
生
前
に
退
会
し
た
場
合
に
は
株
を
失
う
。

養
子
の
加
入
条
件
を
見
る
と
、
旧
来
の
加
入
条
件
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
「
特
別
加
入
」
の
申
し
出
に
よ
っ
て
座
講
の
許
可
を
得
て
加
入
で
き

る
と
し
て
い
る
。「
特
別
加
入
」
と
い
う
名
目
を
も
っ
て
、
加
入
条
件
が
若
干
緩
和

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
昭
和
二
一
年
の
規
約
改
正

昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
に
も
規
約
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
。「
改
正
規
約
証

書
）
5
（

」（
資
料
3
）
に
は
三
名
か
ら
座
講
へ
の
加
入
の
申
し
出
が
あ
り
、
緊
急
の
協
議

会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
。
協
議
会
の
結
果
、「
旧
規
約
）
6
（

ノ
外
ニ
新

株
入
講
者
ノ
道
ヲ
開
キ
新
規
約
ヲ
定
メ
」
て
、「
応
分
ノ
寄
付
」
に
よ
っ
て
三
名
の

加
入
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
新
株
入
講
者
の
規
約
が
記
さ
れ
て
い
る
。

①
入
講
希
望
者
は
年
行
司
を
通
じ
て
申
し
込
み
、
年
行
司
か
ら
一
老
に
申
告
し
、

一
老
が
一
同
に
諮
る
。

②
入
講
の
資
格
は
賢
堂
の
上
ノ
段
）
7
（

に
三
代
以
上
居
住
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
出
戻

者
は
認
め
な
い
。

③
入
講
が
認
め
ら
れ
た
も
の
は
応
分
の
寄
付
を
す
る
。

明
治
二
六
年
の
「
規
約
証
書
」
に
記
さ
れ
て
い
た
別
宅
や
養
子
に
関
す
る
規
定
は

書
か
れ
て
い
な
い
。
旧
集
落
の
住
人
で
あ
れ
ば
希
望
す
れ
ば
入
講
が
認
め
ら
れ
る
と
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条
件
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
②
で
は
出
戻
者
の
加
入
を

認
め
て
い
な
い
が
、「
出
戻
者
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
お

そ
ら
く
明
治
二
六
年
の
「
規
約
証
書
」
に
お
け
る
④
の
生
前
に
退
会
し
た
場
合
を
指

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
が
あ
る
に
し
て
も
、
座
講
が
大
き
く

開
放
さ
れ
た
と
言
え
る
。

③
昭
和
五
一
年
の
規
約
改
正

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
に
も
一
二
名
の
新
規
加
入
が
あ
っ
た
と
い
う
。
昭
和

五
一
年
に
も
「
賢
堂
宮
座
講
（
堂
之
講
）
規
約
）
8
（

」（
資
料
4
）
が
あ
る
。
規
約
の
内

容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
賢
堂
区
内
の
住
民
で
あ
り
、
満
四
〇
歳
以
上
の
男
子
で
真
言
宗
信
者
で
あ
る
こ

と
。

②
講
員
の
定
員
を
四
〇
名
と
し
、
毎
年
不
足
分
を
補
充
す
る
。

③
希
望
者
が
多
い
時
に
は
生
年
月
日
順
に
一
老
・
年
行
司
が
決
定
す
る
。

前
述
の
規
約
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
ま
で
「
相
当
年
齢
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

満
四
〇
歳
以
上
と
年
齢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
言
宗
信
者
と
あ
る
が
、
座

講
が
お
こ
な
わ
れ
る
定
福
寺
が
真
言
宗
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
）
9
（

。
講
員
の
定
員
が
記
さ
れ
て
お
り
、
記
載
が
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

記
載
の
具
体
化
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
加
入
条
件
の
緩

和
に
と
も
な
う
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特

に
定
員
の
明
記
や
同
年
齢
者
に
お
け
る
加
入
順
な
ど
は
加
入
条
件
の
緩
和
に
よ
る
入

講
希
望
者
の
拡
大
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
二
一
年
の
「
改
正

規
約
証
書
」
に
は
賢
堂
の
旧
集
落
に
三
代
以
上
居
住
し
た
者
と
な
っ
て
い
た
が
、
賢

堂
区
内
の
住
民
と
変
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
慣
行
か
ら
考
え
る
と
旧
集
落

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
三
代
以
上
の
居
住
と
い
う
条
件
が
は
ず
れ
る
と
と

も
に
、
寄
付
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
座
講
加
入
の
有
資
格
者
が

大
幅
に
拡
大
し
た
と
言
え
る
。

④
三
度
の
規
約
改
正

賢
堂
に
お
い
て
は
明
治
二
六
年
・
昭
和
二
一
年
・
昭
和
五
一
年
の
三
度
の
規
約
改

正
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
改
正
に
よ
っ
て
、
座
講
の
加
入
条
件
が
緩
和
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
規
約
改
正
は
無
資
格
者
か
ら
の
加
入
要
求
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
座
講
側
は
そ
の
よ
う
な
要
求
を
な
ぜ
受
け
入
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
二
六
年
の「
規
約
証
書
」（
資
料
2
）に
は
加
入
条
件
と
と
も
に
座
講
の
財
産
・

貸
付
金
・
書
類
管
理
な
ど
に
関
す
る
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。

①
氏
神
氏
仏
が
保
存
し
て
い
る
地
所
が
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
か
ら
連
名

所
有
に
な
っ
た
こ
と
。
地
所
の
名
義
者
は
三
年
ご
と
に
変
更
し
、
投
票
で
決
め

る
。

②
講
が
所
持
す
る
金
銭
の
貸
し
付
け
は
、
毎
年
旧
一
二
月
二
五
日
だ
け
と
し
、
講

員
に
だ
け
に
貸
し
付
け
る
が
、
二
名
以
上
の
保
証
人
を
必
要
と
し
て
い
る
。

③
規
約
書
や
貴
重
書
類
の
管
理
者
は
投
票
で
決
め
、
任
期
は
三
年
と
す
る
。

③
の
書
類
管
理
に
つ
い
て
は
、
運
営
の
問
題
な
の
で
本
稿
と
は
関
係
が
な
い
と
思

わ
れ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
共
有
地
が
明
治
二
二
年
の
土
地
台
帳
に
よ
っ
て
個
人
名

義
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
神
社
・
寺
院
に
関
す
る

共
有
地
が
座
講
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
②
か
ら
は
座
講
が
金
銭
を
貸
し

付
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
対
象
は
座
講
内
で
あ
っ
た
。
①
座
講
が
共
有

地
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
新
規
加
入
者
は
寄
付
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言

え
る
。
ま
た
、
②
金
銭
の
貸
し
付
け
に
つ
い
て
も
座
講
加
入
者
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ

た
。
明
治
二
六
年
段
階
で
は
、
座
講
が
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
た
と
言
え

る
。
そ
の
た
め
に
加
入
条
件
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

昭
和
二
一
年
の
「
改
正
規
約
証
書
」
が
作
成
さ
れ
た
時
期
は
、
農
地
改
革
が
実
施

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
寄
付
の
項
目
が
残
さ
れ
て
お
り
、
共
有
地
が
生
き
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
昭
和
五
一
年
の
「
賢
堂
宮
座
講
（
堂
之
講
）
規
約
」
で
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は
寄
付
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
座
講
の
共
有
地
を
手
放
し
た
こ
と
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
こ
と
が
、旧
集
落
の
住
人
に
座
講
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
要
因
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

❻
向
副
の
座
講

向
副
の
座
講
は
講
員
を
限
定
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
近
代
以
降
の
座
講
の
変
遷
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

①
座
講
の
共
有
地

『
宮
座
・
講
に
つ
い
て
の
調
査
』（
資
料
1
）
に
よ
れ
ば
、
向
副
に
は
座
講
の
規
約

は
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
古
来
は
右
座
と
左
座
が
あ
り
、
座
席
は
不
文
律
の

定
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
他
村
の
座
家
か
ら
の
入
婿
は
、
座
送
文
証
に
よ
っ
て
入
座

や
席
次
を
承
認
さ
れ
、
新
規
加
入
は
絶
対
に
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
実
際
に
明
治

初
年
頃
に
は
向
副
は
三
五
、六
軒
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
頃
に

は
座
員
は
一
五
軒
で
あ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
三
一
年
に
は
一
一
軒
と
な
っ
て
お
り
、

現
在
も
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

座
講
は
共
有
地
を
持
っ
て
お
り
、
共
有
地
の
名
義
は
賢
堂
と
同
様
に
座
員
四
、五

名
の
連
名
で
あ
っ
た
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
頃
に
は
田
五
筆
二
反
八
畝
四
歩

で
あ
り
、
小
作
料
が
四
石
四
斗
二
升
あ
っ
た
。
大
正
一
二
年
に
共
有
地
の
一
部
が
鉄

道
用
地
）
10
（

と
し
て
売
り
渡
さ
れ
、
残
り
が
二
反
二
畝
四
歩
と
な
り
、
小
作
料
が
二
石
九

斗
と
な
っ
た
。
大
正
年
間
に
は
神
社
の
祭
典
諸
費
、
寺
院
の
涅
槃
会
等
の
諸
費
を
負

担
し
て
も
余
裕
が
あ
り
、
伊
勢
参
宮
、
琴
平
参
拝
、
京
都
・
岡
山
・
宮
島
等
の
見
物

旅
行
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
昭
和
一
三
、四
年
頃
に
は
財
政
緊

縮
の
た
め
に
年
行
司
を
一
人
に
し
て
、
饗
宴
会
食
を
旧
正
月
一
一
日
の
吉
祥
会
一
回

だ
け
に
し
て
、
簡
素
化
し
た
。
そ
し
て
昭
和
一
九
年
に
小
作
料
の
改
正
に
よ
っ
て
収

入
が
減
少
し
た
と
い
う
。
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
に
は
農
地
改
革
に
よ
っ
て
座

講
の
共
有
地
が
す
べ
て
解
放
さ
れ
た
。

向
副
の
座
講
も
賢
堂
の
座
講
と
同
様
に
共
有
地
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
名
義
は
講

員
の
連
名
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
両
座
講
と
も
に
農
地
改
革
に
よ
っ
て
共
有
地

を
失
っ
た
。
両
座
講
と
も
同
じ
社
会
状
況
の
中
で
、同
じ
よ
う
な
経
緯
を
経
て
き
た
。

し
か
し
、
賢
堂
の
座
講
は
新
規
加
入
を
認
め
て
開
放
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
向
副
の

座
講
は
明
治
以
降
新
規
加
入
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
講
員
数
を
減
少
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

賢
堂
と
向
副
の
座
講
の
違
い
は
、
ど
こ
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先

述
の
賢
堂
の
座
講
の
規
約
の
改
正
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
戦
後
の
民
主

主
義
の
流
れ
の
中
で
起
こ
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
明
治
時
代
に
起
こ
っ
て

い
た
と
言
え
る
。
賢
堂
の
座
講
は
明
治
二
六
年
に
す
で
に
座
講
の
加
入
資
格
を
緩
和

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
の
民
主
化
と
農
地
改
革
の
中
で
賢
堂
の
座
講

は
旧
集
落
の
住
民
に
開
か
れ
た
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
向
副
の
座
講
は
明
治
期
以
降
に
開
放
性
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
戦
前
か
ら
の
変
遷
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

②「
座
入
帳
」

前
述
の
『
宮
座
・
講
に
つ
い
て
の
調
査
』（
資
料
1
）
に
よ
っ
て
向
副
の
座
講
の

近
代
に
お
け
る
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
は
賢
堂
の
座
講

と
の
違
い
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
向
副
の
座
講
と
賢
堂
の
座
講
に
違
い
が
現
れ
た
の
は
、
明
治

二
六
年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
向
副
の
座
講
が
ど
う
し
て

閉
鎖
的
で
あ
る
の
か
に
注
目
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

向
副
の
座
講
が
所
有
す
る
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

の
「
座
入
帳
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
座
講
へ
の
加
入
者
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
加

入
者
の
名
前
・
戸
主
名
・
続
柄
・
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

一　

五
郎
兵
衛　

清
左
衛
門　

嫡
子　

五
拾
七
才
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No 氏名 年齢 親 続柄 和暦 西暦 月 日 備　　　考
1 五郎兵衛 57 清左衛門 嫡子 享保 5 1720 12 年越可為座上者也
2 嘉右衛門 46 八大夫 嫡子 享保 5 1720 12 年越可為座上者也、後改八左衛門
3 安右衛門 37 弥右衛門 嫡子 享保 5 1720 12 年越可為座上者也
4 善右衛門 47 宗兵衛 次男 享保 5 1720 12 年越可為座上者也
5 久平 28 久右衛門 嫡子 享保 5 1720 12 年越可為座上者也、後伊右衛門ト改
6 小平次 47 清左衛門 次男 享保 6 1721 11 後清左衛門ト改
7 与右衛門 29 久左衛門 嫡子 享保 14 1729 11
8 重五郎 32 重右衛門 嫡子 享保 16 1731 11 後重衛門ト改
9 平右衛門 48 弥右衛門 次男 元文 1 1736 11 17
10 宇八郎 49 清左衛門（後ノ） 嫡子 元文 5 1740 1 10
11 宗兵衛 42 長左衛門 嫡子 寛保 3 1743 12 3
12 甚兵衛 44 甚助 嫡子 寛延 1 1748 11 14
13 弥左衛門 34 弥三右衛門 嫡子 寛延 4 1751 11 8
14 定七 38 甚右衛門 孫 宝暦 3 1753 11 3 後甚右衛門ト改、座入出米３斗出し被申

候此類之人是ニ可準者也
15 重兵衛 43 重右衛門 嫡子 宝暦 12 1762 11 17
16 弁右衛門 39 玄理 子息 明和 2 1765 11 2
17 猪右衛門 38 伊右衛門 子息 明和 2 1765 11 8
18 五郎兵衛 64 五郎兵衛 子息 明和 2 1765 11 15
19 佐五郎 44 弥左衛門 子息 明和 6 1769 11 2 後弥左衛門ト改
20 重五郎 27 久五郎 養子 明和 8 1771 11 2 後八左衛門ト改、出生胡麻生村弥治兵衛

次男、至末々座上ニ相成候共三老より上
座ニ不相成筈以来順之

21 惣太郎 66 惣左衛門 曽孫 安永 2 1773 11 1 甚右衛門弟分ニ仕座入ス、惣太郎分金
壱両出之座入ス

22 嘉兵衛 36 惣兵衛 子息 安永 3 1774 9 8
23 甚五右衛門 35 甚兵衛 子息 安永 8 1779 11 14
24 源七 62 清左衛門 名跡 安永 8 1779 11 16 五郎兵衛養弟、出生中道村又次郎次男、

至末々座上ニ相成候共三老より上座ニ不
相成筈以来順之

25 八重郎 47 甚右衛門 養子 安永 8 1779 11 30 入用甚右衛門同格、出生甚右衛門孫今
甚右衛門弟也

26 重右衛門 25 重兵衛 嫡子 安永 9 1780 11 6 先ノ重右衛門孫
27 茂重郎 45 宇八 次男 寛政 4 1792 11 9
28 甚三右衛門 31 甚右衛門 子息 寛政 4 1792 11 15
29 恒八 36 惣太郎 子息 寛政 5 1793 12 8
30 喜兵衛 30 甚之右衛門 弟 享和 4 1804 1 10
31 紋治 32 甚之右衛門 子 文化 11 1814 11 28
32 惣太郎 28 常八 子 文化 11 1814 12 8
33 佐兵衛 41 弥左衛門 養子 文化 11 1814 12 8 出生十津川小原村兵蔵次男
34 甚五右衛門 27 甚五右衛門 養子 文政 1 1818 11 14 出生有田神原組中番村喜四郎次男
35 料蔵 33 惣太郎 次男 文政 4 1821 11 8

表2　向副の座入帳一覧
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と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
享
保
五
年
か
ら
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
ま
で

の
加
入
者
が
列
記
さ
れ
て
い
る
（
表
2
）。

享
保
五
年
に
は
五
名
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
に
比
べ
て
も
も
っ
と

も
加
入
者
が
多
い 

。
そ
れ
に
加
え
て
、
加
入
者
の
後
に

右
五
人
者
子
之
十
二
月
ニ
座
入
ス
。
但
シ
年
高
越
可
為
座
上
者
也
。

と
あ
る
。
但
し
書
き
の
「
年
高
越
可
為
座
上
者
也
」
は
年
齢
が
達
し
て
い
て
、
座
に

上
る
べ
き
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
享
保
五
年
に
加
入
し
た
五
名
は
年
齢
も
異
な
っ

て
お
り
、
最
年
長
は
五
七
歳
、
最
年
少
は
二
八
歳
で
あ
っ
た
。
享
保
五
年
以
降
に
お

い
て
六
十
歳
以
上
で
加
入
し
て
い
る
も
の
が
三
名
い
る
。
同
じ
年
に
三
名
が
加
入
し

た
の
は
明
和
二
年
、
安
永
八
年
、
文
化
一
四
年
で
あ
る
が
、
加
入
月
日
が
異
な
っ
て

い
る
。
享
保
五
年
に
加
入
し
た
五
名
は
す
べ
て
一
二
月
と
し
て
日
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
享
保
五
年
以
前
に
加
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
享
保
五
年
以
前
に

つ
い
て
の
記
録
が
残
存
し
て
お
ら
ず
、「
座
入
帳
」
が
書
き
次
い
だ
と
い
う
形
式
で

な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
新
し
く
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
五

年
頃
に
何
ら
か
の
理
由
で
「
座
入
帳
」
を
作
成
し
て
メ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
必
要
が

生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
享
保
六
年
の
座
論

「
座
入
帳
」
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
状
況
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
野
山
行
人
方
清
水
組
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
萱
野
家
文
書
の
中
に
、
座
講
に
関
係
す

る
記
載
が
あ
る
。「
座
入
帳
」が
作
成
さ
れ
た
翌
年
に
あ
た
る
享
保
六
年（
一
七
二
一
）

に
は
、
座
を
め
ぐ
る
争
論
が
発
生
し
て
い
る
）
12
（

。

萱
野
家
文
書
の
享
保
六
年
の
「
万
留
帳
」〔
和
歌
山
県
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
六
：

二
六
七
―
二
六
八
〕
に
座
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
観
音
寺
境
内
の
儀
座
方
ゟ
申
候
ハ
、
桐
木
畑
木
類
之
儀
者
前
々
ゟ
座
中
ニ
支
配

仕
所
ニ
而
、寺
へ
預
ケ
候
ハ
当
住
入
寺
之
後
茶
山
之
望
候
故
当
分
預
ケ
置
申
候
、

本
ハ
茶
山
之
所
へ
桐
植
付
今
ハ
桐
木
畑
ニ
而
候
、
困
窮
之
座
ニ
而
候
故
、
近
年

受
取
申
と
の
申
分
ニ
御
座
候
、
右
平
方
へ
相
尋
候
所
、
平
方
ゟ
申
候
者
、
寺
之

境
内
木
類
并
桐
木
山
之
儀
ハ
古
来
ゟ
寺
付
ニ
而
、
只
今
桐
木
御
座
候
所
も
け
わ

し
き
岸
ニ
而
根
笹
原
ニ
而
御
座
候
所
ヲ
講
中
ゟ
少
々
打
穿
作
仕
候
儀
も
有
之
候

得
共
、
是
等
ハ
我
侭
之
働
ニ
御
座
候
と
申
候
、
右
双
方
承
合
候
所
尤
観
音
堂
ニ

付
観
音
寺
又
ハ
観
音
講
ニ
而
堂
社
之
儀
式
務
申
候
、
座
方
之
儀
ニ
可
有
御
座
候

得
共
寺
之
儀
ハ
村
中
一
同
之
惣
寺
何
之
村
ニ
も
其
例
有
御
座
候
得
ハ
、
境
内
之

儀
ハ
寺
付
可
然
様
ニ
奉
存
候
御
事

一
忠
右
衛
門
平
七
両
人
手
前
ゟ
座
中
へ
先
年
ゟ
米
計
来
候
筋
申
上
候
、
其
品
座
方

へ
相
尋
候
所
、
寛
永
元
年
請
米
ニ
相
成
候
筋
之
地
な
ら
し
帳
写
座
方
ゟ
出
し
候

表ひ
わ
の
こ
分

一
壱
畝
拾
三
歩
御
高
壱
斗
八
升
四
合
九
勺
宮
て
ん
大
仁

是
ハ
去
年
大
円
院
様
へ
上
ケ
候
と
申
候
田
之
内
高
也
、
年
々
座
中
へ
計
来
候
と

相
見
其
後
之
名
寄
帳
ニ
此
株
見
へ
不
申
候

池
の
奥

一
壱
畝
弐
拾
壱
歩
御
高
弐
斗
壱
升
九
合
三
勺
宮
て
ん
弥
八
分

　
　
　

内

壱
斗
六
升
弐
合
、
是
ハ
上
納
と
相
見
其
後
之
名
寄
帳
ニ
御
座
候
、
残
五
升
七
合

三
勺
、
是
ハ
其
後
年
々
座
中
へ
計
来
候
と
相
見
名
寄
帳
ニ
無
御
座
候
、
右
株
ハ

寛
永
元
年
地
な
ら
し
之
時
向
副
賢
堂
御
高
弐
百
拾
五
石
三
斗
上
納
之
余
高
と
相

見
候
ヲ
宮
田
ニ
付
置
候
品
ニ
御
座
候
、
只
今
之
庄
屋
次
郎
左
衛
門
方
ニ
村
ゟ
預

ケ
置
候
、
地
な
ら
し
帳
并
名
寄
帳
出
さ
セ
見
合
候
所
、
右
之
通
少
も
相
違
無
御

座
候
、
然
ハ
座
方
支
配
之
儀
と
奉
存
候

右
ハ
座
物
之
内
今
度
及
争
論
候
筋
、
双
方
申
分
承
合
候
所
如
此
御
座
候
御
事

　
　
　

丑
四
月

右
之
通　

上
々
様
へ
懸
御
目
御
内
意
承
扱
候
書
付

こ
の
座
論
は
、
①
観
音
寺
境
内
を
め
ぐ
る
座
方
と
平
方
の
対
立
、
②
宮
田
の
小
作
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米
を
め
ぐ
る
座
方
と
小
作
人
と
の
対
立
の
二
点
で
あ
っ
た
。

ま
ず
①
観
音
寺
の
境
内
の
対
立
は
、住
職
が
茶
山
に
す
る
の
に
境
内
を
借
り
た
が
、

勝
手
に
桐
の
木
を
植
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
い
た
。
座
方
は
観
音
寺
の

境
内
は
座
方
が
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
方
は
観

音
寺
の
境
内
は
寺
の
所
有
で
あ
り
、
村
が
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
座

方
と
平
方
の
対
立
の
争
点
は
、
観
音
寺
の
境
内
の
管
理
権
で
あ
っ
た
。
第
二
の
宮
田

の
対
立
は
、
小
作
人
が
座
方
に
小
作
米
を
支
払
う
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
に
お
こ
っ

た
。
小
作
人
は
平
方
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
二
つ
の
対
立
は
同
時
に
処
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

享
保
六
年
の
「
万
留
帳
」
の
「
向
副
村
座
中
座
外
出
入
扱
覚
」〔
和
歌
山
県
史
編
纂

委
員
会　

一
九
七
六
：
二
六
八
〕
に
、
そ
の
後
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
此
度
出
入
之
儀
時
分
柄
双
方
費
之
儀　

上
々
様
不
便
ニ
被
為　

思
召
里
ニ
而
取

扱
相
治
リ
候
様
ニ
と
被
為
仰
付
御
儀
ニ
候
得
ハ
、
双
方
共
御
申
分
扱
中
へ
幾
重

ニ
も
申
請
候
間
、
左
様
ニ
可
被
相
心
得
候
、
就
其

一
観
音
寺
境
内
不
残
村
中
支
配
、
諸
伽
藍
修
理
料
ニ
可
被
致
事

一
勘
重
郎
よ
り
榧
弐
升
宛
座
中
へ
出
し
被
申
筋
も
、
村
中
支
配
諸
伽
藍
修
理
料
ニ

可
被
致
成
事

一
忠
右
衛
門
平
七
両
人
之
衆
よ
り
年
々
座
中
へ
計
被
申
候
米
弐
斗
四
升
弐
合
弐
勺

有
来
通
座
中
へ
計
被
申
内
壱
斗
弐
升
座
中
よ
り
諸
伽
藍
修
理
料
ニ
村
中
へ
年
々

御
出
し
可
被
成
事

一
惣
而
有
来
古
法
之
通
ニ
被
致
、
弥
諸
伽
藍
修
理
村
中
よ
り
仕
、
仏
前
神
前
勤
等

先
格
之
通
熟
勤
一
々
可
被
致
事

右
之
通
御
心
得
可
被
相
済
候
、
然
ハ　

上
々
様
江
御
奉
公
、
且
ハ
村
建
立
之
儀

ニ
御
座
候
得
者
、
双
方
共
偏
ニ
遺
恨
ヲ
被
相
止
得
心
頼
入
候
、
以
上

右
之
通
数
度
加
異
見
候
得
共
平
方
得
心
不
仕
、
八
月
四
日
早
朝
双
方
惣
代
先
達

而
登
リ
候
も
の
八
人
づ
つ
、
観
音
寺
并
扱
人
萱
野
孫
四
郎
勘
右
衛
門
武
左
衛
門

治
五
右
衛
門
、
右
之
も
の
共
相
詰
候
様
ニ
と
被
仰
付
何
も
三
日
よ
り
罷
登
四
日

早
朝
よ
り
興
山
寺
様
へ
相
詰
候
、
外
之
儀
一
切
御
聞
不
被
遊
四
日
よ
り
七
日
迄

右
出
入
御
吟
味
被
遊
、
八
月
七
日
落
着
被
為
仰
付
候

向
副
は
高
野
山
寺
領
で
あ
っ
た
の
で
、
争
論
は
高
野
山
へ
訴
え
出
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
前
に
大
庄
屋
な
ど
里
に
お
け
る
裁
定
が
あ
る
。
里
の
段
階
で
は
、

①
観
音
寺
の
境
内
は
村
の
管
理
で
あ
り
、境
内
の
産
物
は
諸
伽
藍
料
と
す
る
こ
と
。

②
座
方
に
納
め
ら
れ
て
い
る
榧
は
村
の
も
の
で
あ
り
、
諸
伽
藍
修
理
料
と
す
る
こ

と
。

③
宮
田
の
小
作
米
は
座
方
に
納
め
る
が
、
そ
の
半
分
は
諸
伽
藍
修
理
料
と
し
て
村

に
出
す
こ
と
。

④
す
べ
て
古
法
の
通
り
に
し
、
諸
伽
藍
の
修
理
は
村
が
お
こ
な
う
こ
と
。

と
い
う
裁
定
を
出
し
た
。
こ
の
裁
定
は
座
方
の
主
張
を
認
め
つ
つ
も
、
基
本
的
に

は
観
音
寺
の
管
理
が
村
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
平
方
が
納
得
せ
ず
、
八
月
に
高
野
山
に
登
っ
て
訴
え
て
、
高
野
山

の
裁
定
が
下
っ
た
。
高
野
山
の
裁
定
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
一
月
の
座
の
勘

定
の
折
に
宮
田
の
小
作
米
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
享
保
六

年
の
「
万
留
帳
」〔
和
歌
山
県
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
六
：
二
八
一
〕
に
は
以
下
の
記

事
が
あ
る
。

一
先
達
而
被
為　

仰
付
相
済
候
向
副
座
方
へ
忠
右
衛
門
平
七
よ
り
計
候
米
十
一
月

十
八
日
か
ん
ろ
く
ノ
用
ニ
計
申
格
ニ
候
故
、其
通
り
両
人
へ
下
候
得
共
計
不
申
、

来
六
月
迄
相
延
候
様
ニ
と
申
由
ニ
付
、
庄
屋
太
左
衛
門
へ
訴
出
庄
屋
方
ニ
而
弥

計
リ
候
様
申
付
候
得
共
得
心
不
申
候
由
ニ
而
座
方
安
右
衛
門
参
、
右
之
通
十
八

日
ニ
申
候
ニ
付
、
弥
無
滞
計
り
候
様
ニ
御
申
渡
候
へ
と
庄
屋
太
左
衛
門
方
へ
手

紙
遣
し
候
、
廿
二
日
迄
ニ
両
人
共
計
候
由
廿
三
日
ニ
安
右
衛
門
届
ケ
候
事

小
作
人
は
支
払
い
を
翌
年
六
月
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
の
に
対
し
て
、

庄
屋
と
座
方
が
小
作
米
の
支
払
い
を
命
じ
た
が
、
小
作
人
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
享

保
七
年
の
「
万
留
帳
」〔
和
歌
山
県
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
六
：
三
〇
九
〕
に
は
以
下

の
記
事
が
あ
る
。
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一
当
八
月
先
年
向
副
座
平
出
入
ニ
付
科
分
被
為
仰
付
候
、
惣
寺
相
勤
候
空
性
房
次

郎
左
衛
門
儀
、
右
科
分
御
赦
免
御
願
申
上
リ
候
、
就
夫
今
度
御
願
も
座
平
一
同

ニ
御
願
不
申
上
候
ニ
付
、
御
取
上
ケ
も
無
之
候
ニ
付
、
彼
是
と
有
之
候
得
共
詰

所
双
方
へ
拙
者
よ
り
申
成
シ
村
中
座
平
一
同
ニ
御
願
申
上
候
而
御
赦
免
被
仰
付

候
事

座
方
と
平
方
の
争
論
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

に
は
住
職
と
庄
屋
が
責
任
を
問
わ
れ
た
。
し
か
し
、
村
か
ら
の
赦
免
願
が
出
た
こ
と

に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
。

翌
享
保
八
年
に
は
「
享
保
八
卯
ノ
年
向
添
村
平
方
惣
代
利
左
衛
門
受
合
一
札
」〔
和

歌
山
県
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
六
：
三
一
二
―
三
一
三
〕
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一
札

一
正
月
十
一
日
吉
書
之
節
村
中
江
祈
祷
之
札
配
リ
申
儀
受
不
被
申
候
事

一
二
月
十
五
日
ね
は
ん
格
式
之
賄
当
家
へ
茂
不
被
参
、
廻
向
之
札
茂
請
不
被
申
麦

茂
出
し
不
被
申
候
儀

一
六
斎
念
仏
村
中
一
所
ニ
相
務
候
所
、
平
方
よ
り
各
別
ニ
被
致
候
儀

一
観
音
堂
上
葺
未
成
就
無
之
事

一
次
郎
左
衛
門
江
預
ケ
置
地
な
ら
し
帳
并
名
寄
帳
、
利
左
衛
門
方
ニ
預
ケ
置
候
名

寄
帳
両
方
共
当
役
人
方
へ
渡
し
不
被
申
候
事

右
五
ヶ
条
之
儀
去
々
年
落
着
被
為　

仰
付
候
御
旨
ニ
相
違
仕
、
相
滞
之
由
今
度
座

方
よ
り
申
出
候
由
、
其
段
ハ
本
よ
り
去
々
年
被
為　

仰
付
双
方
得
心
之
上
相
済
候

上
ニ
御
座
候
得
者
、
弥
其
御
旨
奉
相
守
五
ヶ
条
之
儀
も
相
滞
不
申
候
様
ニ
急
度
仕

帳
面
等
茂
早
速
当
役
人
へ
相
渡
可
申
候
、
仍
一
札
如
此
ニ
御
座
候
、
已
上

                                      　
　
　
　
　

    

平
中
惣
代
向
副
村

享
保
八
年
卯
六
月
廿
四
日                        　
　
　
　
　

利
左
衛
門 

印

                                        　
　
　
　
　

  

同　

断   　

勘
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

證
人
庄
屋　

太
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　

萱
野
孫
四
郎
殿

こ
の
五
か
条
の
取
り
決
め
は
、
一
連
の
争
論
に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
、
争
論
に
一
応
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

④
座
論
と「
座
入
帳
」

以
上
の
座
論
に
お
け
る
対
立
関
係
を
整
理
し
て
み
る
（
図
3
）。
観
音
寺
境
内
の

所
有
論
争
を
見
る
と
、
座
方
に
対
す
る
住
職
・
平
方
の
対
立
で
あ
っ
た
。
第
二
の
宮

田
の
所
有
で
は
、
座
方
と
平
方
の
対
立
で
あ
る
。

観
音
寺
境
内
の
所
有
に
関
し
て
は
、「
村
中
支
配
」
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
時
期

に
こ
の
よ
う
な
座
論
が
お
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
寺
の
管
理
権
が
も
と
は
座
中
支
配

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
座
方
に
対
し
て
、
住
職
と
平
方
が
連
合
す
る
こ
と

に
よ
り
座
方
に
よ
る
寺
の
管
理
権
の
独
占
を
村
中
に
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
享
保
七
年
の
「
万
留
帳
」〔
和
歌
山
県
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
六
：

二
九
六
―
二
九
七
〕
に
も
、
住
職
と
村
役
人
の
争
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
当
八
月
向
副
役
人
申
来
ハ
、
寺
薮
観
音
寺
付
御
帳
付
薮
其
外
寺
付
之
薮
ニ
而
当

住
持
我
か
侭
ニ
竹
伐
被
申
候

就
ハ
薮
荒
後
ニ
御
と
か
め
も
御
座
候
得
ハ
我
々
迷
惑
可
仕
と
存
、
早
速
御
断
申

候
由
二
付
、
早
速
我
等
彼
地
へ
参
相
改
候
所
ニ
御
帳
付
薮
寺
ゟ
制
法
仕
候
所
ニ

而
八
寸
廻
り
よ
り
五
寸
迄
竹
弐
拾
壱
本
伐
株
御
座
候
、
寺
ノ
自
分
薮
ニ
而
大
小

卅
本
伐
都
合
五
拾
壱
本
御
座
候
ニ
付
、
則
庄
屋
年
寄
ニ
其
竹
預
ケ
置
観
音
寺
言

分
相
尋
候
所
、
寺
ノ
破
損
有
之
ニ
付
竹
伐
申
候
、
寺
付
之
薮
ニ
而
破
損
用
之
竹

伐
候
儀
越
度
ニ
相
成
可
申
候
ハ
ハ
、
村
中
御
帳
付
薮
ニ
而
輪
竹
等
盗
伐
リ
候
儀

又
ハ
御
制
木
盗
伐
採
候
儀
幾
人
も
見
届
其
断
相
立
置
候
儀
数
多
御
座
候
へ
ハ
御

吟
味
被
成
候
ハ
ハ
、
こ
と
ご
と
く
可
申
上
候
、
左
候
ハ
ハ
、
難
儀
人
幾
人
も
出

来
可
申
候
と
の
申
様
中
々
絶
言
語
た
る
悪
僧
ニ
而
候
ニ
付
、
早
速　

上
々
様
へ

御
断
申
上
候
儀
も
難
仕
、
何
と
そ
内
証
ニ
而
隠
便
ニ
相
治
候
様
ニ
仕
度
存
、
其

後
ニ　

上
々
様
江
得
御
内
意
申
候
而
下
ニ
而
相
治
候
品
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一
御
帳
付
薮
荒
候
上
ハ
、
早
速
申
上
急
度
御
吟
味
之
上
い
か
様
ニ
も
可
被
仰
付
候

得
共
、
自
分
柄
何
茂
難
儀
笑
止
ニ
候
得
者
先
申
上
儀
指
扣
置
可
申
候
、
此
後
ケ

様
之
不
届
急
度
無
之
様
ニ
被
致
、
其
旨
此
方
へ
観
音
寺
并
庄
や
年
寄
よ
り
一
札

判
形
被
上
、
扨
御
帳
付
薮
ニ
而
伐
り
候
竹
廿
壱
本
ハ
此
方
へ
取
り
高
野
へ
登
せ

可
申
候
、
御
帳
付
薮
荒
候
筋
ハ
右
之
通
ニ
治
メ
置
、
扨
観
音
寺
付
自
分
薮
ニ
而

自
今
寺
ノ
破
損
用
竹
入
用
之
筋
ハ
役
人
中
へ
御
届
ケ
候
而
御
伐
可
有
之
候
、
此

度
伐
り
有
之
三
拾
本
之
竹
ハ
観
音
寺
支
配
ニ
被
成
、
寺
破
損
用
ニ
御
遣
可
有
之

候
右
之
通
十
一
月
観
音
寺
并
庄
屋
太
左
衛
門
年
寄
五
郎
兵
衛
同
弥
七
呼
寄
申
渡
何
茂

得
心
之
上
一
札
判
形
相
済
候
而
、
右
廿
壱
本
之
竹
ハ
向
副
よ
り
直
ニ
御
留
守
居
様

御
自
坊
一
心
院
金
光
院
様
へ
登
せ
申
候
事

観
音
寺
境
内
の
竹
藪
の
伐
採
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
高
野
山
へ
登
っ
て
裁
決
を

仰
ぐ
こ
と
な
っ
た
。
こ
の
争
論
に
つ
い
て
は
、
住
職
と
村
役
人
だ
け
が
当
事
者
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
が
、他
の
争
論
と
同
様
に
平
座
が
関
係
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

享
保
五
年
に
「
座
入
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
連
の
争
論
と
無
関
係
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
座
方
と
平
方
と
の
対
抗
関
係
が
強
ま
る
状
況
を
背
景
に

し
て
、座
方
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、強
化
す
る
必
要
か
ら
「
座

入
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑤
享
保
以
降
の
動
向

享
保
五
年
の
「
座
入
帳
」
と
翌
年
の
座
論
と
は
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ

以
降
座
講
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
享
保
五
年
の
「
座
入
帳
」

図３　向副の堂座争論の構図

は
文
政
四
年
ま
で
の
記
録
し
か
な
い
。
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
り
、
次
に
入
座
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
昭
和
一
三

年
（
一
九
三
八
）
で
あ
る
。
向
副
座
講
所
有
文
書
の
表
紙
に
は
、

座
入
帳
ニ
ハ
享
保
五
年
（
紀
元
二
三
七
五
年
今
ヨ
リ
二
二
二
年

前
）
以
降
文
政
四
年
（
紀
元
二
四
八
一
年
）
マ
デ
ノ
入
座
ヲ
録

セ
ル
後
、
六
十
余
年
間
中
絶
シ
テ
明
カ
ナ
ラ
ス
。
明
治
十
六
年

以
降
同
三
十
七
年
迄
ノ
吉
祥
ノ
記
録
ニ
基
キ
茲
ニ
座
家
ノ
名
ヲ

録
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
。

昭
和
十
三
年
正
月

と
あ
る
。
こ
の
文
書
で
も
文
政
四
年
以
降
の
入
座
の
記
録
が
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
一
三
年
に
な
っ
て
明
治
の
記

録
に
基
づ
い
て
座
家
の
名
前
を
記
録
し
た
と
い
う
。
昭
和
一
三

年
に
も
座
講
の
家
筋
を
記
録
す
る
必
要
が
で
き
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
。昭

和
一
三
年
の
「
記
録
）
13
（

」
と
題
す
る
文
書
に
は
、
吉
祥
・
涅
槃

会
・
勘
録
な
ど
の
行
事
の
参
加
者
や
決
定
事
項
に
つ
い
て
記
し
て

①里における裁定
　　ａ観音寺境内
　　　　村による管理　　　諸伽藍修理料
　　ｂ宮田の取計米
　　　　小作　　　　　　　座中　　　　　　　　　　　村中
　　　　　　 

2 斗 4 升 2 合　　　　1斗 2升（諸伽藍修理料）

　　ｃすべて古法の通にする
　　　　諸伽藍修理　　　　　村中
　平方は納得しない　　意見をした

②高野山へ登る　　　　8月 7日落着
③勘録用計候米（11 月 18 日）
　　小作は来 6月まで延期を要求した
　　庄屋が支払うように指示する

　　小作は納得しなかった
④寺の薮
　　住職が寺の修理用に竹を伐採する
　　　　絶言語たる悪僧
　　観音寺の管理権を主張した
⑤争論に対しての処分
　　住職・庄屋への処分
　　住職・庄屋の赦免の嘆願
　　座平一同で赦免の嘆願
⑥五ヶ條之儀（享保８年）
　　ａ吉書……祈祷札配リ
　　ｂねはん……当家へ不参、回向札、麦不出

　　ｃ六斎念仏……平方各別ニ

　　
ｄ観音堂上葺

　　
ｅじならし帳・名寄帳役人へ提出
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い
る
。
最
初
に
昭
和
一
三
年
三
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
涅
槃
会
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
時
の
議
決
事
項
と
し
て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
古
記
録
に
祖
父
が

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
孫
の
入
座
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
日
を
改
め
て
入
座
の
披
露
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
二
日
に
は
、

勘
録
経
営
ニ
関
シ
事
変
下
ニ
於
ケ
ル
村
内
申
合
ニ
ヨ
ル
饗
宴
遠
慮
ノ
方
法
ニ
付
、

北
川
圭
三
宅
ニ
会
合
協
議
ノ
結
果
酒
宴
ヲ
中
止
シ
、
当
日
午
後
七
時
氏
神
宮
前
ニ

参
集
礼
拝
ス
ル
コ
ト
。
自
今
当
分
吉
祥
ノ
ミ
従
前
ノ
如
ク
食
事
ヲ
饗
シ
、
勘
録
・

涅
槃
ニ
ハ
神
仏
ヲ
祭
リ
テ
礼
拝
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
タ
リ
。

と
日
中
戦
争
の
影
響
で
酒
宴
を
簡
素
化
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に

一
月
五
日
の
勘
録
で
は
、

氏
神
八
幡
宮
ニ
神
饌
ヲ
供
シ
テ
、
講
中
参
拝
五
穀
成
就
天
下
泰
平
出
征
将
兵
武
運

　

長
久
ノ
祈
祷
ヲ
行
フ
。

と
あ
る
。
ま
た
昭
和
一
四
年
の
涅
槃
会
で
は
、「
前
協
議
結
議
ニ
依
リ
酒
宴
ヲ
遠

慮
ス
」
と
あ
る
。

昭
和
一
三
年
の
「
記
録
」
は
新
入
座
と
共
有
地
の
名
義
に
関
す
る
事
案
を
き
っ
か

け
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
同
年
に
座
筋
の
家
を
調
べ
て
記
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
見
る
と
、
新
入
座
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
戦

時
下
に
お
け
る
結
束
と
家
筋
の
確
認
の
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
と
め

本
稿
で
は
隣
り
合
う
二
つ
の
集
落
の
座
講
を
比
較
し
て
、
そ
の
開
放
性
と
閉
鎖
性

を
検
討
し
た
。賢
堂
の
座
講
は
加
入
条
件
を
広
げ
開
放
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、

向
副
の
座
講
は
加
入
条
件
を
広
げ
ず
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
両
座
講
と
も
農
地
改
革
に

よ
っ
て
共
有
地
を
失
っ
た
が
、
賢
堂
の
座
講
が
加
入
を
広
げ
た
こ
と
に
対
し
て
、
向

副
の
座
講
は
依
然
と
し
て
加
入
を
認
め
な
か
っ
た
。
戦
後
の
民
主
化
と
共
有
地
の
喪

失
は
、
賢
堂
に
お
い
て
は
開
放
化
に
つ
な
が
っ
た
が
、
向
副
に
お
い
て
は
開
放
化
に

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

賢
堂
の
座
講
の
開
放
化
は
、
戦
後
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
明
治
二
六
年
の

「
規
約
証
書
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
賢
堂
の
明
治
以
前
の
詳
細
は
分
か

ら
な
い
の
で
、
向
副
の
座
講
の
明
治
以
前
の
状
況
を
見
る
こ
と
で
、
二
つ
の
座
講
の

違
い
を
考
え
て
み
た
。
す
る
と
、
向
副
の
座
講
で
は
享
保
年
間
に
座
方
と
平
方
の
間

で
争
論
が
お
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
争
論
に
前
後
し
て
「
入
座
帳
」
が
作
成
さ
れ
て
お

り
、
争
論
の
影
響
か
ら
座
講
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
一
三
年
に
も
座
筋
の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
座
講

の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
座
講
の
結
束
を

持
ち
な
が
ら
、
戦
後
を
迎
え
た
た
め
に
結
果
的
に
は
座
講
の
開
放
化
に
は
つ
な
が
ら

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

向
副
と
賢
堂
の
座
講
は
、
隣
接
し
て
同
じ
よ
う
な
社
会
条
件
で
あ
っ
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
前
者
は
閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
後
者
は
開
放
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
座
講
が
開
放
的
か
、
閉
鎖
的
か
と
い
う
違
い
を
生
じ
さ
せ
た
要
因
は
、
地
域
性
や

都
市
化
の
度
合
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
座
論
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
が
影
響

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
参
考
資
料
】

資
料
1

　
向
副
座
講
文
書

向
副
部
落
宮
座
に
つ
い
て
の
調
査
票
（
案
）

（
1
）　

部
落
に
あ
る
宮
座
ま
た
は
講
に
つ
い
て
（
戦
前
ま
で
あ
つ
た
が
現
在
あ
ま
り

行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
ふ
く
め
て
）
そ
の
名
前
を
全
部
あ
げ
て
下
さ
い

　
　

向
副
村
座
中

（
2
） 
そ
の
宮
座
ま
た
は
講
に
関
係
の
あ
る
神
社
ま
た
は
寺
院
の
名
前

無
格
社
八
幡
宮

明
治
三
十
年
頃
村
社
天
満
神
社
に
合
祀
現
在
跡
地
に
現
存
せ
る　

旧
本
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殿
を
修
理
し
て
八
幡
大
菩
薩
（
紙
本
墨
繪
）
を
仮
御
神
体
と
し
氏
神
遥

拝
所
と
し
て
奉
祠

真
言
宗
高
野
派
末
寺

観
音
寺本

堂
に
は
本
尊
大
日
如
来
（
木
像
古
仏
な
り
）
を
祭
り
前
に
観
音
堂
薬

師
堂
庫
裡
宝
蔵
及
鐘
楼
あ
る
も
檀
家
少
数
に
し
て
財
産
を
有
せ
す
兼
務

住
職
を
置
く

（
3
） 

宮
座
ま
た
は
講
に
つ
い
て
の
古
文
書
記
録
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
お
さ
め
て
あ

る
黒
箱
）
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
保
存
し
て
い
る
場
所
を
書
い
て
下
さ
い

古
文
書
は
散
逸
し
て
見
当
た
り
ま
せ
ん　

黒
箱
に
現
存
保
管
せ
る
も
の
は

一
享
保
五
子
年
十
一
月
吉
祥
日
（
今
か
ら
二
四
〇
年
前
）
座
入
帳
一
冊
横
綴

一
安
永
五
年
申
極
月
吉
日
（
一
八
〇
年
前
）
宮
銀
預
ケ
覚
帳
一
冊
横
綴

一
安
政
五
午
年
正
月
吉
良
（
九
七
年
前
）
金
銀
銭
受
取
之
帳
一
冊　

横
綴
□

　

□
□

一
癸
文
久
三
年
亥
正
月
十
一
日
（
九
〇
年
前
）
毎
年
作
徳
勘
定
帳
一
冊

黒
箱
は
座
家
順
年
行
司
持
廻
り
と
す
る

前
に
明
治
年
間
以
後
之
収
支
勘
定
帳
数
冊
あ
り

（
4
） 

宮
座
ま
た
は
講
の
信
仰
内
容
祭
礼
行
事
な
ど
に
つ
て
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く

書
い
て
下
さ
い

八
幡
宮
合
祠
以
前
は
社
殿
建
物
等
の
営
繕
は
大
体
座
中
の
担
当
と
し
大
小
修

理
を
行
ひ
年
中
祭
祠
は
座
中
よ
り
燈
明
当
番
を
定
め
月
御
膳
を
供
し
特
に
旧

正
月
祭
は
大
鏡
餅
一
重
焼
物
付
神
饌
を
献
し
座
中
参
拝
夏
の
祭
秋
の
祭
あ
り

て
九
月
十
五
日
例
大
祭
に
限
り
持
ち　

行
事
終
り
て
座
中
直
會
の
神
酒
饗
宴

あ
り
十
一
月
十
五
日
は
火
た
き
祭
と
称
し
神
饌
を
供
し
神
前
に
大
鼎
を
据
え

て
直
會
に
は
座
中
思
ひ
思
ひ
の
馳
走
重
を
持
寄
り
拝
殿
に
て
酒
宴
を
行
う
寺

数
々
の
祭
式
行
事
は
近
時
中
絶
せ
り

寺
院
の
信
仰
は
普
通
に
し
て
明
治
十
六
年
正
月
三
日
（
是
よ
り
前
の
書
も
の

ハ
散
逸
し
た
る
も
の
な
ら
ん
）「
恒
例
修
正
行
事
目
録
」
と
し
て
一
、
大
仏

供
一
杯
一
、
小
仏
供
一
杯
一
、
牛
玉
紙
五
帖
（
此
紙
は
﹇　
　
　

﹈
木
判
摺

朱
玉
印
を
押
し
た
紙
、
之
を
ご
う
ず
ゑ
（
ネ
ム
の
木
を
削
り
先
を
割
っ
た
二

尺
程
の
棒
）
に
挟
む
印
刷
用
紙
）
一
檀
餅
（
二
銭
銅
貨
大
の
□
を
割
其
中
に

正
月
餅
を
押
込
棒
状
に
し
た
る
も
の
を
輪
切
に
し
た
る
餅
）
三
〇
五
枚
一
、

油
五
合
一
、
花
六
本
一
、
栗
六
本
右
座
中
よ
り
献
供
本
座
に
釈
迦
如
来
像
を

開
帳
座
中
皆
参
供
養
を
修
し
庫
裡
に
て
初
會
合
と
し
て
正
月
餡
餅
を
飽
食
す

る
を
例
と
し
其
席
で
ご
う
ず
ゑ
、
檀
餅
を
價
五
厘
で
一
般
参
拝
者
に
預
ず
請

け
た
る
人
は
正
月
十
四
日
晩
各
戸
で
檀
餅
を
細
か
く
指
先
で
き
つ
て
は
火
鉢

に
燻
べ
蚤
の
口
蚊
の
口
ぶ
と
の
口
と
唱
へ
つ
丶
家
内
中
□
る
□
る
燻
べ
て
其

歳
中
の
毒
害
虫
の
口
を
封
す
る
意
其
翌
十
五
日
の
朝
ご
う
ず
ゑ
に
て
果
樹
の

幹
を
「
成
ら
な
切
ろ
元
か
ら
末
ま
で
成
り
ま
せ
う
」
と
唱
へ
数
回
打
た
丶
く

こ
と

此
記
録
は
明
治
三
十
七
年
正
月
ま
で
の
も
の
あ
り
其
後
の
記
録
も
行
事
も
中

絶
せ
り

毎
年
旧
二
月
十
五
日
座
中
年
行
司
の
主
宰
で
涅
槃
像
を
開
帳
僧
侶
を
招
き
涅

槃
會
を
営
む
其
日
に
寺
院
宝
物
曝
□
の
意
を
兼
て
大
般
若
経
一
部
六
箱
六
百

巻
（
五
十
巻
程
欠
巻
）
読
誦
す
る
を
例
と
す
る

（
5
） 

そ
れ
ら
に
つ
い
て
規
約
及
維
持
の
方
法
（
何
時
集
合
し
そ
れ
ら
に
要
す
る
費

用
、
加
入
脱
退
の
規
約
な
ど
）
に
つ
い
て

明
治
初
年
頃
に
は
向
副
村
中
五
六
戸
の
部
落
内
で
明
治
三
十
七
年
頃
（
座
の

全
盛
期
）
に
は
十
五
戸
の
座
家
は
厳
と
し
て
存
し
て
居
っ
た
が
増
減
の
規
約

と
見
る
へ
き
も
の
な
く
只
古
老
の
口
傳
に
よ
る
と
古
来
右
座
左
座
及
座
中
席

次
順
位
は
不
文
律
の
定
め
口
傳
に
よ
れ
ば
他
村
の
座
家
よ
り
座
家
へ
の
入
婿

は
座
送
文
證
に
従
ひ
入
座
及
席
次
を
承
認
す
る
前
新
規
加
入
は
絶
対
に
許
さ

ず
、
現
今
で
は
絶
家
又
は
他
村
に
移
住
或
は
当
主
若
年
の
為
輪
番
経
営
又
は

出
席
不
能
の
家
は
欠
席
休
會
と
す
る
こ
と
に
し
て
現
在
座
員
十
一
家
あ
る
の
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み集
會
に
は
何
等
差
別
制
限
せ
ず
、
座
員
中
最
年
長
の
男
子
を
一
老
と
尊
称
し

座
席
の
正
面
上
座
に
席
を
与
ふ
る
の
み

定
例
集
會
は
毎
年
毎
年
旧
十
一
月
十
五
日
を
勘
録
と
称
し
翌
年
正
月
十
一
日

を
吉
祥
と
称
し
早
朝
八
幡
宮
に
神
饌
を
供
す

勘
録
と
は
其
年
中
の
費
用
の
収
支
を
勘
定
記
録
す
る
に
よ
り
此
名
あ
り
吉
祥

は
新
年
の
初
會
と
し
輪
番
年
行
司
家
に
集
會
明
治
末
年
頃
ま
で
は
容
易
な
ら

さ
る
山
海
の
珍
味
を
揃
へ
大
宴
饗
を
催
す
其
費
用
の
一
部
は
座
中
よ
り
補
助

す
る
前
年
行
司
に
は
年
間
社
寺
へ
の
献
供
料
定
式
と
し
て
幾
何
か
の
支
給
あ

る
の
み
大
部
分
は
年
行
司
の
負
担
と
し
来
り
ま
し
た　

大
正
年
間
の
座
中
財

政
は
神
社
の
四
季
祭
典
諸
費
寺
院
の
若
□
會
等
の
諸
費
（
何
れ
も
簡
単
な
酒

食
あ
り
た
り
）
を
負
担
し
て
尚
余
裕
あ
り
た
る
に
任
せ
座
中
一
同
伊
勢
参
宮

琴
平
参
拝
或
は
京
都
、
岡
山
、
宮
島
等
の
見
物
旅
行
を
し
た
こ
と
も
あ
つ
た

昭
和
十
三
四
年
頃
か
ら
財
政
緊
縮
の
為
輪
番
年
行
司
を
年
一
人
と
し
饗
宴
會

食
は
旧
正
月
十
一
日
の
吉
祥
會
一
回
の
み
に
改
め
大
饗
宴
を
廃
し
簡
単
な
酒

宴
と
し
費
用
は
座
負
担
と
す
る
こ
と
ヽ
し
た　

昭
和
二
十
四
年
農
地
改
革
に

□
り
座
有
土
地
全
部
解
放
の
為
の
社
寺
祭
式
其
他
一
切
の
費
用
は
全
々
負
担

不
能
に
陥
り
た
る
も
年
一
回
の
吉
祥
日
集
會
だ
け
は
継
続
す
る
こ
と
に
し
て

座
員
各
自
會
費
を
持
寄
り
小
宴
を
催
し
軽
う
じ
て
座
の
名
目
を
持
続
す
る
こ

と
ヽ
せ
り

（
6
） 

そ
の
他
氏
子
仲
間
宮
座
の
組
織
頭
屋
（
或
は
当
屋
）
組
織
（
加
入
者
に
つ
い

て
の
特
定
の
家
筋
年
令
の
制
限
資
格
な
ど
）
に
つ
い
て
詳
し
く
書
い
て
下
さ

い座
当
番
即
ち
年
行
司
は
座
家
の
位
置
家
順
に
よ
り
毎
年
一
人
家
柄
年
令
に
拘

ら
ず
順
番
を
定
め
順
次
黒
箱
を
送
り
付
け
て
引
継
と
す
る
其
後
の
行
事
は
新

年
行
司
の
主
宰
と
す
る

（
7
） 

宮
座
ま
た
は
講
の
財
産
及
其
管
理
維
持
の
方
法
（
す
で
に
現
在
な
く
な
っ
て

い
る
も
の
を
含
め
て
）
に
つ
い
て
書
い
て
下
さ
い

文
久
三
年
以
前
よ
り
相
当
の
田
地
を
有
し
毎
年
二
石
余
り
の
作
得
を
上
げ
来

り
大
正
十
一
年
頃
に
は
田
五
筆
二
反
八
畝
四
歩
此
小
作
料
四
石
四
斗
二
升
の

収
得
あ
っ
た
が
同
十
二
年
鉄
道
用
地
に
一
部
売
渡
し
残
り
二
反
二
畝
四
歩
小

作
米
二
石
九
斗
と
な
り
其
後
昭
和
十
九
年
小
作
料
の
改
正
に
会
で
減
少
続
い

て
昭
和
二
十
四
年
農
地
法
改
革
に
□
り
所
有
田
地
全
部
解
放
し
て
茲
に
全
財

産
一
夜
の
間
に
精 〻

算〻
清
算
無
収
体
と
な
り
座〻
の〻
名〻
古
い
伝
統
を
誇
り
と
し
て

居
っ
た
座
の
名
実
共
に
夢
の
如
く
消
滅
崩
潰
の
悲
哀
を
見
る
に
至
り
ま
し
た

元
座
有
の
土
地
は
座
員
四
、五
人
の
共
有
名
義
に
し
て
も
一
切
年
行
司
の
管

理
に
任
せ
て
あ
り
ま
し
た
が
永
年
何
の
支
障
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
8
） 

宮
座
ま
た
は
講
に
つ
い
て
と
く
に
戦
后
昔
通
り
行
わ
な
く
な
っ
た
り
或
は
昔

よ
り
む
し
ろ
盛
に
行
わ
れ
た
り
し
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
が
そ
れ
ら
戦
前
、

戦
后
の
変
化
に
つ
い
て
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
書
い
て
下
さ
い

戦
前
ま
で
で
も
古
来
の
風
習
行
事
は
年
を
逐
っ
て
漸
次
軽
薄
粗
略
に
流
れ

つ
ヽ
あ
っ
た
上
戦
后
は
特
に
民
主
々
義
の
増
長
に
伴
ひ
座
家
は
一
時
特
権
階

級
視
さ
れ
て
居
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
が
今
や
座
は
何
物
か
と
思
わ
れ
る

様
に
な
り
昔
時
座
主
宰
の
諸
行
事
も
社
会
に
遠
慮
の
気
分
を
感
す
る
か
如
く

に
無
財
産
の
座
は
自
然
経
営
困
難
に
陥
り
一
切
の
行
事
を
停
止
す
る
□
な
い

事
に
な
っ
て
軈
て
古
粋
を
も
滅
亡
に
逐
込
む
事
は
遺
憾
な
事
と
も
思
ひ
ま
す

（
9
） 

信
仰
を
中
心
と
し
た
宮
座
講
の
前
に
修
養
娯
楽
の
為
（
子
供
青
年
女
子
老
人

を
中
心
と
し
た
）
ま
た
経
済
扶
助
を
目
的
と
す
る
（
頼
母
子
無
尽
な
ど
）
講

が
あ
れ
ば
（
す
で
に
現
在
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
ふ
く
む
）
そ
の
名
前
ど

ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
（
い
た
か
）
に
つ
い
て
書
い
て
下
さ
い

修
養
娯
楽
社
会
施
設
等
の
団
体
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん

（
10
） 
宮
座
講
に
つ
い
て
特
に
昔
か
ら
の
古
い
歴
史
な
ど
お
尋
ね
す
る
場
合
部
落
の

誰
方
を
お
訪
ね
す
れ
ば
よ
い
か
御
紹
介
し
て
下
さ
い

外
に
宮
座
ま
た
は
講
に
つ
い
て
お
気
付
き
の
点
を
付
な
り
と
書
い
て
下
さ
い
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和
歌
山
県
橋
本
市
向
副　

北
川
圭
三　
　

大
正
二
年
入
座
当
七
十
五
才
一
老

同　
　

所　
　
　
　
　
　

井
上
栄
太
郎　

大
正
九
年
入
座
当
七
十
四
才
二
老

同　
　

所　
　
　
　
　

  

大
西
廣
一　

　

明
治
三
十
一
年
入
座
当
七
十
二
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
老

以
上
文
章
甚
拙
乞
判
読
筆
者
敬
白

資
料
2

　
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）「
規
約
証
書
」

「
明
冶
二
十
六
年
旧
七
月
廿
四
日　

規
約
証
書　

大
字
賢
堂
座
講
中
記
録
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一　

當
大
字
賢
堂
氏
神
氏
佛
ヲ
保
存
ス
ル
ヲ
座
講
ト
称
シ
、旧
来
ノ
慣
行
モ
有
之
、

該
講
筋
株
ニ
限
り
養
子
入
人
ハ
三
代
生
引
ハ
末
代
ノ
加
入
ヲ
不
許
ト
規
約
モ

有
之
候
處
、
今
般
中
本
定
吉
始
メ
東
政
一
郎
、
大
薮
恒
太
郎
、
中
垣
梅
吉
ノ

四
名
ヨ
リ
、
田
中
松
太
郎
、
小
西
米
吉
、
山
本
亀
吉
ノ
三
名
ヲ
以
テ
特
別
加

入
之
義
申
出
タ
ル
ニ
依
リ
、
座
講
中
一
統
熟
議
ヲ
解
候
處
、
旧
慣
行
ヲ
違
変

シ
、
右
四
名
相
當
年
齢
ヲ
以
テ
加
入
可
為
致
様
一
決
相
成
候
ニ
依
リ
、
右
四

名
ヨ
リ
別
帳
記
載
之
通
リ
寄
附
納
出
有
之
ニ
依
リ
、
旧
規
約
ヲ
改
正
シ
、
左

ノ
規
約
ヲ
定
ム
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

規
約

第
壱
条　

當
座
講
中
之
旧
株
ヲ
調
査
シ
侯
處
、
全
ク
左
ノ
人
名
者
ニ
限
ル
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
中
人
名  （
中　

略
）　

計
弐
拾
九
名

第
二
条　

講
筋
株
ハ
旧
株
ノ
別
家
ハ
其
株
ト
シ
、
別
家
ヨ
リ
ノ
別
宅
ハ
其
株
ヲ
無

キ
者
ト
ス
、但

シ
新
別
宅
タ
リ
ト
モ
弐
代
ノ
後
ハ
其
ノ
株
ヲ
得
ル
者
ト
ス
、

第
三
条　

該
講
加
入
人
ハ
相
當
年
長
者
ヨ
リ
講
中
一
統
示
談
之
上
加
入
可
為
致
事
、

但
シ
其
ノ
株
ニ
生
シ
年
齢
者
タ
リ
ト
モ
該
講
下
ハ
勿
論
村
諸
講
エ

如
何
様
ノ
損
害
又
ハ
指
揮
ニ
背
キ
タ
ル
者
ア
ル
時
ハ
、
其
株
ヲ
除

キ
且
加
入
人
之
中
タ
リ
ト
モ
此
例
ニ
同
シ
、

第
四
条　

其
筋
株
ニ
相
続
人
無
之
シ
テ
筋
株
無
キ
家
ヨ
リ
養
子
入
人
ス
ル
時
三
代

之
加
入
ヲ
不
許
、

但
シ
養
子
入
人
者
ヨ
リ
、
特
別
加
入
出
願
有
之
時
ハ
講
中
一
統
示

談
之
上
見
計
ノ
事
、

第
五
条　

該
講
ヘ
加
入
シ
都
合
ニ
ヨ
リ
生
引
シ
タ
ル
者
ハ
其
株
ヲ
無
効
ト
ス
、

第
六
条　

當
氏
神
氏
佛
保
存
ニ
係
ル
地
所
ハ
、
去
ル
明
治
弐
拾
二
年
ヨ
リ
都
合
ニ

依
リ
連
名
持
ニ
有
之
、
全
ク
氏
神
氏
佛
之
保
存
地
ニ
相
違
無
之
、
且
名
義
者

満
三
ケ
年
ト
シ
、
満
期
ノ
節
ハ
該
講
中
一
統
之
投
票
ヲ
以
テ
名
義
相
続
者
ヲ

定
ム
、
将
連
名
者
ヨ
リ
別
紙
為
取
替
証
書
ヲ
講
中
ヘ
差
出
サ
シ
ム
ル
事
、

第
七
条　

講
中
有
金
貸
附
方
ハ
、
毎
年
旧
十
二
月
廿
五
日
ヲ
限
リ
ト
シ
、
其
負
債

者
ハ
講
中
人
名
ニ
限
り
貸
附
、
尤
モ
証
書
ハ
弐
名
以
上
之
引
受
人
ヲ
撰
ミ
印

紙
貼
用
講
中
宛
ニ
テ
差
入
ル
事
、

第
八
条　

該
規
約
書
及
ビ
貴
重
ナ
ル
書
類
ヲ
預
ケ
置
通
人
ヲ
講
中
一
統
ヨ
リ
投
票

ニ
テ
定
メ
、
将
書
類
預
ケ
品
ハ
、
目
録
号
打
ニ
テ
為
取
替
証
書
、
座
講
中
宛

ニ
テ
引
換
預
ケ
置
ク
事
、

但
シ
年
預
ハ
三
ケ
年
ニ
テ
満
期
ノ
事
、

　

右
之
條
々
講
中
一
統
示
談
之
上
規
約
候
事
、

資
料
3

　
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
規
約
改
正

「
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日　

改
正
規
約
証
書　
　

大
字
賢
堂
座
講
中
」

　
　
　
　
　
　

記

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
、
山
本
□
一
・
下
野
福
一
・
森
下
政
一
ノ
三
名
ヨ

リ
当
座
講
ヘ
加
入
ノ
義
申
出
ア
リ
タ
ル
ニ
依
リ
緊
急
協
議
会
ヲ
開
催
シ
同
熟
議
ノ

結
果
旧
規
約
ノ
外
ニ
新
株
入
講
者
ノ
道
ヲ
開
キ
、
新
規
約
ヲ
定
メ
、
右
ノ
三
名
ハ

新
規
約
ニ
該
当
セ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
応
分
ノ
寄
付
ヲ
ナ
セ
シ
メ
テ
入
講
セ
シ
メ
ル
コ

ト
ニ
決
議
セ
リ
。

新
株
入
講
者
規
約
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一
、
当
講
入
講
ノ
希
望
者
タ
ル
者
ハ
年
行
司
ヲ
通
ジ
テ
申
止
ム
モ
ノ
ト
ス
。

　
　

年
行
司
ハ
規
約
ニ
照
シ
有
資
格
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
時
ハ
其
旨
一
老
ニ

申
告
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ト
ス
。
一
老
ハ
一
同
ニ
計
リ
其
上
ニ
テ
定
ム
モ
ノ
ト
ス
。

二
、
当
講
座
ヘ
入
講
ノ
出
来
得
ル
資
格
ハ
当
大
字
賢
堂
、
特
ニ
上
ノ
段
ニ
参
代
以

上
居
住
セ
ル
者
ニ
限
ル
事
ヲ
条
件
ト
ス
。
但
シ
出
戻
者
ハ
認
ズ
。

該
当
者
ト
雖
モ
一
同
熟
議
ノ
上
ニ
テ
定
ム
。

三
、
入
講
資
格
ヲ
認
メ
タ
ル
時
ハ
応
分
ノ
寄
付
ヲ
定
メ
入
講
ヲ
ナ
サ
シ
ム
。

右
之
条
々
講
中
一
統
示
談
之
上
規
約
候
也
。

資
料
4

　
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賢
堂　

宮
座
講
（
堂
之
講
）
新
講
員
募
集
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
一
年
一
二
月
二
七
日
現
在　

講
員
一
同

一
、
主
旨　

賢
堂
区
内
住
民
全
員
の
幸
福
と
発
展
を
祈
願
し
、
八
幡
宮
、
定
福
寺

の
祭
祀
を
司
る
、
座
講
八
百
年
の
歴
史
を
後
世
に
継
承
す
る
為
、
次

の
規
定
に
よ
り
、
新
講
員
を
募
集
す
る
。

二
、
規
定　

1
．
賢
堂
区
内
住
民
で
、
満
四
十
歳
以
上
の
男
子
、
真
言
宗
信
徒
た

　
　

る
こ
と
。

2
．
講
員
総
数
を
四
十
人
と
し
、
毎
年
不
足
人
員
を
補
充
す
る
。

3
．
希
望
者
多
数
の
場
合
は
生
年
月
日
順
に
役
員
会
（
一
﨟
、
年
行

　
　

司
）
に
於
て
決
定
す
。

4
．
座
席
は
年
齢
順
と
す
る
。

5
．
応
募
申
込
は
毎
年
十
二
月
末
日
迄
と
す
る
。

　
　
　

右　
　
　
（
付　
　

決
定
次
第
本
人
様
に
連
絡
致
し
ま
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
理

　
　
　
　
　
　
　

賢
堂　

宮
座
講
員
申
込
書

一
．
住　

所

二
．
氏　

名

三
．
生
年
月
日

四
．
申
込
年
月
日

届
先　
　

賢
堂　

宮
座
講
（
堂
之
講
）
一
﨟　
　

土
居
兵
太
郎
氏

（
1
）　

福
田
ア
ジ
オ
は
村
に
対
す
る
評
価
は
大
き
く
三
つ
の
時
期
が
あ
っ
た
と
し
、第
二
次
世
界

大
戦
後
に
は
民
主
化
の
中
で
村
が
封
建
遺
制
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
（
福
田　

一
九
九
七
）。

（
2
）　

横
座
区
有
文
書
の
「
風
土
記
付
絵
図
解
向
副
三
ヶ
村
四
方
町
間
帳
」に
は
「
向
副
三
ヶ
村
向

副
村
枝
郷
」と
あ
る
。

（
3
）　

向
副
座
講
文
書
。
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
と
大
阪
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
が
共
催
で
紀

ノ
川
流
域
農
村
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
郵
送
調
査
の
回
答
の
写
し
で
あ
る
。

（
4
）　

賢
堂
区
有
文
書

（
5
）　

賢
堂
区
有
文
書

（
6
）　

旧
規
約
が
い
つ
の
も
の
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、資
料
の
残
存
状
況
か
ら
考
え
る
と
、前
述
の

明
治
二
六
年
の
「
規
約
証
書
」で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
）　

賢
堂
は
河
岸
段
丘
の
集
落
で
あ
り
、旧
集
落
は
段
丘
面
に
で
き
て
お
り
、新
集
落
は
紀
ノ
川
に

沿
っ
た
低
地
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
に
旧
集
落
を
上
ノ
段
と
呼
ん
で
い
る
。

（
8
）　

賢
堂
区
有
文
書

（
9
）　

現
在
の
座
講
の
中
心
行
事
の
初
講
は
定
福
寺
の
本
堂
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、修
正
会
と
し

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。境
内
の
八
幡
宮
に
も
灯
明
が
灯
さ
れ
る
が
、行
事
に
お
け
る
八
幡
宮

の
ウ
ェ
ー
ト
は
小
さ
い
。し
か
し
、聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、八
幡
宮
は
別
の
位
置
に
あ
り
、初
講

は
八
幡
宮
の
祭
で
あ
っ
た
と
い
う
。ま
た
、初
講
に
は
庫
裏
に
三
本
の
三
種
の
神
器
の
掛
軸
が

掛
け
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
初
講
に
し
か
掛
け
ら
れ
な
い
と
い
う
。こ
の
こ
と
も
座
講
の
行
事
が

現
在
と
は
異
な
っ
た
様
相
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

（
10
）　

現
在
の
南
海
高
野
線
で
あ
る
。

（
11
）　

享
保
五
年
以
降
で
は
、明
和
二
年
（
一
七
六
五
）、安
永
八
年
（
一
七
七
九
）、文
化
一
一
年

（
一
八
一
四
）に
三
名
の
加
入
者
が
あ
る
。

（
12
）　

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
橋
本
市
史
』民
俗
編
・
文
化
財
編
（
橋
本
市　

二
〇
〇
五
）に
説
明

が
あ
る
。

（
13
）　

向
副
座
講
文
書

（
14
）　

和
歌
山
県
立
文
書
館
に
賢
堂
の
江
戸
時
代
後
期
の
座
講
に
関
す
る
取
り
決
め
の
文
書
が
新
し

く
所
蔵
さ
れ
た
。し
か
し
、本
稿
の
執
筆
段
階
で
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

註
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安
藤
精
一　
一九
七
八　
「
宮
座
遺
制
の
類
型
」『
和
歌
山
の
研
究
』第
五
巻　

清
文
堂
（
安
藤
精
一『
近
世

宮
座
の
史
的
展
開
』吉
川
弘
文
館　
二
〇
〇
五
年　

再
録
）

橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　
二
〇
〇
五　
『
橋
本
市
史
』民
俗
編
・
文
化
財
編　

橋
本
市

福
田
ア
ジ
オ　
一九
九
七　
「
ム
ラ
と
は
何
か
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野
善
彦
他
『
日
本
海
と
佐
渡
』高
志
書
院

和
歌
山
県
史
編
纂
委
員
会
編　
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七
六　
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和
歌
山
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史
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世
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編
Ⅳ

（
京
都
大
学
、
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立
歴
史
民
俗
博
物
館
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同
研
究
員
）

（
二
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年
一〇
月
二
日
受
付
、
二
〇
一〇
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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This article studies the cause of the openness and closed character of zako. Specifically, it focuses on zako in 

two adjacent villages in Hashimoto City, Wakayama Prefecture. While zako in Kashikodo is open, zako in Mukasoi 

is closed. Zako in Kashikodo has promoted openness since the Meiji Period, thus creating a difference between 

two kinds of zako in the Meiji Period. In Mukasoi, a dispute over zako occurred in the Edo Period, and “zairicho” 

was created, which led to the enhancement of the membership. This may have caused the closed character of 

zako in Mukasoi. To explain the reason for the openness and closed character of zako, we should consider not only 

the location condition, degree of urbanization, and religious situation, but also the historic background.

Key words: Zako, Openness and Closed Character, Zairicho, Dispute, Hashimoto City,Wakayama Prctecure
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