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論

文

要

旨

　
中
世
に
あ
っ
て
は
隅
田
庄
と
し
て
広
域
的
な
地
域
を
形
成
し
て
い
た
こ
の
地
方
は
、
近

世
に
入
る
と
支
配
単
位
と
し
て
は
ご
く
小
さ
い
規
模
の
村
と
な
っ
た
。
近
世
以
降
も
旧
隅

田

庄
の
範
域
の

村
落
が
隅
田
八
幡
を
氏
神
と
し
、
一
つ
の
氏
子
圏
を
形
成
し
、
祭
祀
の
面

で

は
一
定
の
意
味
を
有
し
な
が
ら
、
支
配
制
度
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
と

な
っ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
支
配
単
位
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
地
方
の
村
落
の
あ
り
方
を

示

し
て
い
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
本
稿
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
村
落
展
開
の
特
質
を
水

利
秩
序
に
関
す
る
民
俗
と
の
関
連
で
把
握
し
検
討
し
よ
う
と
す
る
。

紀
ノ
川
の
左
右
両
岸
に
は
上
下
二
段
の
河
岸
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
紀
ノ
川

へ
流
れ
込
む

小
河
川
が
比
較
的
等
し
い
距
離
を
お
い
て
何
本
も
あ
り
、
そ
の
谷
が
段
丘
を

切
っ
て
い
る
。
左
岸
の
場
合
、
南
は
山
、
北
は
紀
ノ
川
、
そ
し
て
東
西
は
小
河
川
の
谷
に

よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
範
囲
に
上
下
二
つ
の
段
丘
が
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
橋
本
市
赤
塚

も
、
そ
の
よ
う
な
区
画
さ
れ
た
範
囲
に
展
開
す
る
村
落
で
あ
り
、
段
丘
面
を
水
田
に
開
発

し
た
、
基
本
的
に
稲
作
農
村
で
あ
る
。

　
赤
塚
の

水
利
秩
序

は
一
つ
で
は
な
く
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
中
溝
・
下
溝
と

上
溝
・
村
池
の
相
違
で
あ
る
。
中
溝
・
下
溝
が
潅
慨
す
る
区
域
は
紀
ノ
川
に
近
い
下
位
段

丘
で
あ
り
、
上
溝
お
よ
び
村
池
と
呼
ば
れ
る
溜
池
か
ら
の
水
は
上
位
段
丘
を
潅
概
し
て
い

る
。
こ
の
明
確
な
潅
概
区
域
の
相
違
は
、
そ
の
耕
地
の
開
発
の
歴
史
に
対
応
し
て
用
水
が

設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
各
種
の
材
料
か
ら
判
断
し
て
、

上
位
段
丘
が
下
位
の
段
丘
よ
り
も
早
く
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
水
利
施
設
も
上
溝
の
方
が
、
中
溝
・
下
溝
よ
り
も
古
い
と
考
え

て

よ
い
。
こ
の
こ
と
に
深
く
関
連
す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
組
織
の
運
営
方
式
で
あ

る
。
上
溝
・
村
池
は
固
定
的
な
パ
ン
ド
ウ
制
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
、
中
溝
・
下
溝
は

一
年
交
替
の

順
番
制
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　
上
位
段
丘

を
潅
概
す
る
水
利
組
織
も
近
世
的
な
村
落
秩
序
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
七

世
紀
後
半
に
水
利
と
祭
祀
の
二
つ
に
お
い
て
、
中
世
以
来
の
百
姓
の
特
権
化
を
伴
い
つ
つ

近
世
的
な
秩
序
は
確
定
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
下
位
段
丘
の
新
し
い
水
田
を
潅
瀧
す
る

水
利
組
織
で

は
、
家
々
の
交
替
制
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
溝
・
下
溝
の
運
営
方
式
こ
そ

が
赤
塚
の

近
世
的
な
村
落
秩
序
の
完
成
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
小
河
川
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
小
規
模
な
範
囲
が
、
近
世
成
立
期
に
支
配
単
位
と
し
て

の

村
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
は
、
広
域
的
な
中
世
的
な
水
利
秩
序
が
解
体
し
、
内
部
に
完

結
す

る
百
姓
の
管
理
す
る
水
利
体
系
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
基
礎
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

赤
塚
は
そ
の
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
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一　
水
利
と
村
落

日

課

題

　
中
世
に
あ
っ
て
は
隅
田
庄
と
し
て
広
域
的
な
地
域
を
形
成
し
て
い
た
こ
の
地
方
は
、

近
世
に
入
る
と
支
配
単
位
と
し
て
は
ご
く
小
さ
い
規
模
の
村
と
な
っ
た
。
旧
隅
田
庄

の

領
域
の

う
ち
、
紀
ノ
川
右
岸
で
は
い
く
つ
か
の
村
が
比
較
的
規
模
を
大
き
く
認
定

さ
れ
た
が
、
左
岸
で
は
い
ず
れ
も
ご
く
小
さ
い
村
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
石
高
も
戸

数

も
わ
ず
か
で
あ
り
、
近
畿
地
方
で
ご
く
一
般
的
な
、
戸
数
が
多
く
、
石
高
も
大
き

い

と
い
う
村
に
比
較
す
る
と
余
り
に
も
小
さ
い
村
が
並
ん
で
い
る
。
近
世
以
降
も
旧

隅
田

庄
の

範
域
の

ム

ラ
が
隅
田
八
幡
を
氏
神
と
し
、
一
つ
の
氏
子
圏
を
形
成
し
、
毎

年
連
合
し
て
祭
礼
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
庄
域
が

神
社
祭
祀
の

面
で

は
一
定
の
意
味
を
有
し
な
が
ら
、
支
配
制
度
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど

無
意
味

な
も
の
と
な
り
、
小
規
模
な
村
が
「
村
切
」
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
の
は
い

か

な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
生
活
と
生
産
の
組
織
と
し
て
の
村
落
の
あ
り
方

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
村
切
」
は
、
検
地
役
人
が
接
し
た
現
実
の
村
落
の

あ
り
方
を
無
視
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
紀
ノ
川
左
岸
地
域
に
お
け
る

生
活

と
生
産
の
有
様
が
、
検
地
帳
の
作
成
に
当
っ
て
、
個
別
の
小
規
模
な
集
落
を
基

礎

と
し
た
社
会
を
村
と
し
て
認
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
「
村
切
」
が
行
な
わ
れ
た
と

予
想
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
紀
ノ
川
の
左
右
両
岸
に
は
河
岸
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
。
特
に
左
岸
は
紀
ノ
川
と
　
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

山
地
の
間
は
狭
い
が
、
そ
こ
に
は
大
き
く
把
握
す
れ
ば
上
下
二
つ
の
段
丘
面
が
見
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
水
田
と
し
て
開
発
さ
れ
、
ま
た
屋
敷
が
配
置
さ
れ
て
、
人
々
の
居
住

空
間
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
下
の
段
丘
面
に
県
道
が
走
り
、
そ
れ
に
そ
っ
て
各

種
の
公
共
機
関
や
商
店
等
が
あ
る
の
で
、
下
の
段
丘
面
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て

い

る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
必
ず
し
も
下
の
段
丘
面
が
中
心
で
は
な
く
、
む
し
ろ

上
の

段
丘
面
が
生
活
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
堂
座
講
が
行
な
わ
れ
る
仏

堂

は
い
ず
れ
の
ム
ラ
で
も
上
位
段
丘
面
に
あ
り
、
ま
た
土
居
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

中
世
文
書
を
伝
え
る
家
も
例
外
な
く
上
位
段
丘
面
に
屋
敷
を
構
え
て
い
る
。
人
々
の

認
識

し
て
い
る
地
形
区
分
に
よ
れ
ば
、
上
位
段
丘
面
が
ウ
エ
ノ
ダ
ン
、
下
位
段
丘
面

が
シ

タ
ノ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
南
側
の
山
を
ヤ
マ
テ
と
言
う
。

　

こ
の
紀
ノ
川
の
左
岸
に
は
紀
ノ
川
へ
流
れ
込
む
小
河
川
が
比
較
的
等
し
い
距
離
を

お

い
て

何
本
も
あ
り
、
そ
の
谷
が
段
丘
を
切
っ
て
い
る
。
小
河
川
で
東
西
を
区
画
さ

れ

た
段
丘
が
紀
ノ
川
に
沿
っ
て
横
に
並
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
土
地
の
人
の
表
現
を

借

り
れ
ば
「
こ
の
辺
り
は
皆
タ
ニ
サ
イ
メ
ン
（
谷
境
）
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
南
は
山
、
北
は
紀
ノ
川
、
そ
し
て
東
西
は
小
河
川
の
谷
に
よ
っ
て
区
切

ら
れ
た
範
囲
に
は
、
上
下
二
つ
の
段
丘
が
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
の

対
象

と
す
る
赤
塚
も
、
そ
の
よ
う
な
区
画
さ
れ
た
範
囲
に
展
開
す
る
村
落
で
あ
る
。

赤
塚

は
南
を
山
、
北
を
紀
ノ
川
、
そ
し
て
東
を
去
年
川
、
西
を
榊
谷
川
で
区
域
を
限

ら
れ
、
そ
の
な
か
に
上
下
二
つ
の
段
丘
面
を
含
み
、
こ
の
地
域
の
典
型
的
な
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
二
つ
の
段
丘
面
を
あ
わ
せ
て
も
そ
の
規
模
は
大
き
く
な
く
、
耕
地
面

積
も
戸
数
も
小
さ
い
。
慶
長
検
地
の
結
果
を
記
載
し
た
と
す
る
「
慶
長
六
年
伊
都
郡
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（
1
）

東
組
御
検
地
帳
尻
帳
（
写
）
」
に
よ
れ
ば
、
赤
塚
村
の
地
積
・
石
高
は
、
田
畑
合
二
四

町
三
反
七
畝
、
村
高
三
五
一
石
七
升
八
合
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
家
数
は
三
〇
軒
で
、

庄
屋
一
軒
、
二
軒
寺
、
二
軒
と
う
じ
、
二
二
軒
役
人
、
三
軒
う
ば
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ま
た
、
「
慶
安
四
年
十
月
伊
都
郡
上
組
在
々
田
畠
小
物
成
改
帳
控
」
は
米
高
二
七
三
石

六
斗
二
升
五
合
、
屋
敷
高
＝
二
石
七
斗
二
升
五
合
、
小
物
成
高
三
石
二
合
、
大
豆
高

六
〇
石
七
斗
二
升
六
合
と
し
、
家
数
は
二
九
軒
で
、
庄
屋
四
、
本
役
九
、
隠
居
五
、

下
人

五
、
肝
煎
二
、
乞
食
三
、
そ
し
て
寺
一
と
し
て
い
る
。
こ
の
程
度
の
赤
塚
村
が

紀
ノ
川
左
岸
地
域
の
村
々
の
な
か
で
は
標
準
的
な
規
模
で
あ
る
。
『
紀
伊
続
風
土
記
』

　
　
　
　
　
（
3
）

の

記
載
に

よ
れ
ば
、
赤
塚
村
は
、
田
畑
高
三
五
五
石
七
斗
六
升
三
合
、
家
数
三
〇
軒

で
、
赤
塚
村
の
東
隣
の
恋
野
村
は
村
高
四
八
三
石
三
斗
三
升
、
家
数
一
〇
五
軒
で
、

赤
塚
村
の
西
隣
の
中
道
村
は
田
畑
高
三
〇
〇
石
、
家
数
四
二
軒
、
さ
ら
に
そ
の
西
隣

の

上
上
田

村
は
田
畑
高
四
〇
七
石
二
斗
四
升
一
合
、
家
数
四
一
軒
で
あ
る
。
そ
の
規

模
が
い
か
に
小
さ
い
か
、
近
畿
地
方
の
水
田
稲
作
を
基
本
的
生
業
と
し
て
い
る
他
の

地
方
の
支
配
単
位
と
し
て
の
村
の
規
模
と
比
較
す
る
と
明
瞭
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
支
配
単
位
と
し
て
の
村
の
規
模
が
小
さ
い
の
は
、
東
西
南
北
の
境
界

が
明
確
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
自
然
条
件
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
単
に

自
然
条
件
の
問
題
で
は
な
い
。
他
の
地
方
で
は
、
自
然
条
件
を
超
え
て
大
き
な
規
模

で
村
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ご
く
普
通
の
姿
で
あ
る
。
自
然
条
件
に
規
定
さ
れ

つ

つ
、
そ
の
地
域
に
展
開
し
て
い
る
社
会
関
係
が
「
村
切
」
の
前
提
と
し
て
存
在
し

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
小
規
模
に
区
画
さ
れ
た
段
丘
単
位
の
社
会
関

係
が
近
世
的
秩
序
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
支
配
単
位
の
村

は

認
定

さ
れ
、
近
世
を
通
し
て
、
さ
ら
に
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
基
本
的
な
生
活
・

生
産
の
単
位

と
な
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
の
が
、
水
利
秩
序
で
あ
っ
た
と
予
想
し
た
い
。

口
　
方
　
法

そ
の
基
底
に

　
支
配
制
度
と
し
て
の
村
の
姿
は
近
世
に
作
成
さ
れ
た
文
書
と
い
う
文
字
資
料
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
は
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
数
字
や
人
名

に

よ
っ
て
、
近
世
の
地
域
の
生
産
条
件
を
少
し
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

各
種
の
証
文
か
ら
、
人
々
の
動
き
や
事
件
・
事
故
等
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
言
い
古
さ
れ
た
指
摘
で
あ
る
が
、
日
常
的
な
生
産
と
生
活
を
文
字
資
料
か
ら
把

握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
現
に
分
析
対
象
と
し
た
赤
塚
村
の
具
体
的
な
水
利
慣

行
や

水
利
組
織
は
文
字
資
料
で
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
は
以
下
で
述

べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
集
合
的
記
憶
と
し
て
の
民
俗
が
重
要
な
価
値
を
お
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

民
俗
事
象

は
過
去
の
特
定
の
条
件
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
後
、
世
代
を
超
え
て
伝
え

ら
れ
、
現
実
に
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
り
、
知
識
と
し
て
保
有
さ
れ
た
り
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
民
俗
事
象
は
直
接
的
に
は
過
去
の
絶
対
時
間
を
示
し
て
は
い
な
い
。

時
間
と
し
て
把
握
で
き
る
の
は
、
現
在
民
俗
事
象
を
行
為
や
知
識
と
し
て
保
持
し
て

い

る
人
々
の
経
験
の
範
囲
内
で
あ
る
。
そ
の
経
験
の
範
囲
内
で
位
置
づ
け
、
解
釈
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
代
史
の
方
法
で
あ
る
。
民
俗
事
象
を
有
意
義
な
も
の
と

し
て
歴
史
的
世
界
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
代
を
超
え
た
、
言
い
換
え
れ
ば

経
験
を
超
え
た
時
間
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
解
釈
し
、
歴
史
を
認
識
す
る
点
に
あ
る
。

民
俗
学

と
い
う
一
つ
の
学
問
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
は
、
民
俗
事
象
を
記
述
す
る
た
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め
で
は
な
く
、
民
俗
事
象
に
よ
っ
て
世
代
を
超
え
た
歴
史
を
認
識
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
日
本
に
お
い
て
民
俗
学
を
切
り
開
い
た
柳
田
国
男
の
使
命
感
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　
現
在
の
民
俗
学
の
状
況
は
そ
の
点
を
曖
昧
に
し
て
、
民
俗
事
象
を
記
述
し
、
現
実

の

事
象
の
動
態
分
析
に
の
み
注
意
が
向
い
て
い
る
。
そ
の
動
態
分
析
は
決
し
て
無
意

味
で

は
な
く
、
ま
さ
に
歴
史
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
経
験
と
し
て
の
民
俗
で
あ
り
、
時
間
の
幅
は
短
く
、
浅
い
。
民
俗
学
が
求
め

て

き
た
の
は
世
代
を
超
え
た
は
る
か
な
時
間
の
な
か
で
民
俗
を
理
解
し
、
歴
史
を
認

識
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
研
究
に
お
い
て
果
た
そ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
長
期
波
動
と
し
て

の

歴
史
を
集
合
的
記
憶
と
し
て
の
民
俗
事
象
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
、
歴
史
研
究
が
大
き
な
基
準
と
し
て
き
た
絶
対
的
な
時
間
と
し
て
の
時

代
や
時
期
区
分
と
ど
の
よ
う
に
民
俗
事
象
に
よ
る
歴
史
認
識
を
対
応
さ
せ
整
合
さ
せ

る
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
文

字
資
料
の
中
に
あ
る
断
片
的
な
民
俗
と
結
び
つ
け
る
こ
と
や
、
民
俗
を
形
成
し
伝
え

て

き
た
条
件
を
文
字
資
料
の
な
か
に
発
見
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
人
々
の
行
為
と
知

識
に

見

ら
れ
る
民
俗
事
象
に
絶
対
的
な
時
間
を
与
え
、
時
代
区
分
や
時
期
区
分
と
関

連
づ

け
、
歴
史
の
総
合
的
な
把
握
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
民
俗
学
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
の
試
み
で
あ
り
、
民
俗
学
が
か
な
ら
ず

こ
の
よ
う
な
方
法
で
特
定
の
時
代
や
時
期
区
分
に
関
連
付
け
て
民
俗
事
象
を
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

日

概

況

　
赤
塚
は
耕
地
面
積
は
多
く
な
い
が
、
基
本
的
に
水
田
稲
作
農
村
で
あ
る
。
水
田
は

上
位
段
丘
面
で
あ
る
ウ
エ
ノ
ダ
ン
と
下
位
段
丘
面
で
あ
る
シ
タ
ノ
ダ
ン
に
広
が
っ
て

い

る
が
、
収
穫
さ
れ
る
米
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
米
が
シ
タ
ノ
ダ
ン
の
米
よ
り
も
重
く
、

美
味
し
い
と
い
う
。

　
赤
塚

は
近
畿
地
方
の
集
落
と
し
て
一
般
的
な
集
村
と
は
言
え
な
い
。
一
部
家
々
が

連
続

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
散
在
し
て
い
る
。
特
に
ヤ
マ
テ

と
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
家
々
は
互
い
に
離
れ
て
お
り
、
散
村
と
し
て
の
景
観
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
タ
ノ
ダ
ン
は
家
々
の
連
続
性
が
あ
り
、
県
道
に
沿
っ
て
家
が

並
ん

で
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
赤
塚
は
一
つ
の
家
々
が
密
集
し
た
集
落
と
し
て
は
把

握
で
き
な
い
。
赤
塚
は
現
在
六
四
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
代
生
れ
の

人
が
青
年
の
頃
に
は
戸
数
は
三
五
戸
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
は
先
に
紹
介
し
た
近
世

の
赤
塚
村
の
戸
数
に
接
続
す
る
と
言
え
よ
う
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
「
赤
塚
八
軒
」
と
言
っ

た
と
い
う
。
赤
塚
は
八
軒
の
家
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
昔
は
そ
の
家
々
は

ヤ

マ

テ
の
方
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
八
軒
の
家
と
い
う
の
は
上
田
姓
三
軒
、
山
田

姓
一
軒
、
森
本
姓
三
軒
だ
と
言
う
が
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
人
に
よ
っ
て
は
赤
塚

は
か
つ
て
堂
座
講
を
構
成
し
て
い
た
一
七
軒
の
家
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
う
。
こ
の
根

拠

は
堂
座
講
の
文
書
に
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
伝
承
と
い

う
よ
り
も
文
書
か
ら
の
知
識
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
一
七
軒
と
い
う
の
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
。

　
赤
塚

は
現
在
橋
本
市
の
な
か
の
一
つ
の
区
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
区
長
以
下
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の

役
職
者
が
い
る
。
区
長
以
下
の
役
職
者
は
行
政
的
な
伝
達
・
配
布
等
の
仕
事
を
す

る
だ
け
で
な
く
、
赤
塚
と
い
う
ム
ラ
を
ま
と
め
、
運
営
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
役
職
者
は
原
則
と
し
て
任
期
二
年
で
あ
る
。
区
長
が
ム
ラ
運
営
に
あ

た
っ
て
相
談
す
る
の
は
評
議
員
で
あ
る
。
評
議
員
が
四
人
お
り
、
各
班
か
ら
一
人
ず

つ
選
出
さ
れ
て
い
る
。
評
議
員
で
検
討
し
た
事
項
が
区
の
常
会
に
提
出
さ
れ
て
決
定

さ
れ
る
。
ま
た
行
事
委
員
会
と
い
う
の
が
あ
り
、
や
は
り
区
長
の
諮
問
機
関
と
し
て

の

性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ム
ラ
の
有
力
者
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
シ
（
有
志
）
七
、

八
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
内
部
は
四
つ
の
班
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
班
の
名
称
は
西
上
、
西
下
、
東
上
、

東
下
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
赤
塚
を
東
西
に
区
分
し
た
上
で
、
そ
れ
を
段
丘
面
の
上

下
で
分

け
て
い
る
。
上
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
に
あ
る
家
々
で
あ
り
、
下
は
シ
タ
ノ
ダ
ン
に

所
在
す
る
家
々
で
あ
る
。
班
の
戸
数
は
均
等
で
は
な
く
、
近
年
家
数
の
増
加
が
著
し

い
シ

タ
ノ
ダ
ン
の
東
下
の
戸
数
が
群
を
抜
い
て
多
い
。
各
班
に
は
ツ
キ
ト
ウ
バ
ン
（
月

当
番
）
が
一
ヵ
月
交
替
で
家
順
に
回
っ
て
お
り
、
市
の
広
報
そ
の
他
を
配
布
し
、
納

税
組
合
の
集
金
な
ど
を
す
る
。

　
赤
塚
は
隅
田
八
幡
の
氏
子
で
あ
る
。
隣
接
す
る
恋
野
、
中
道
と
組
ん
で
、
交
替
で

屋
台
を
出
す
。
隅
田
八
幡
と
は
別
に
自
分
た
ち
の
地
域
の
神
を
祀
る
。
赤
塚
の
神
様

は
八
王
子
さ
ん
で
あ
る
。
八
王
子
さ
ん
の
管
理
を
す
る
の
は
吉
岡
敏
文
氏
で
、
カ
ン

ヌ
シ
（
神
主
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
職
業
的
な
神
職
で
は
な
い
。
吉
岡
氏
は
代
々

世
襲
的
に
カ
ン
ヌ
シ
を
勤
め
て
い
る
。
祭
日
は
古
く
は
一
〇
月
一
〇
日
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
一
二
月
一
〇
日
と
な
り
、
近
年
は
そ
れ
に
最
も
近
い
日
曜
日
に
行
っ
て
い
る
。

一
二
月
一
〇
日
の
祭
日
を
赤
塚
で
は
イ
ノ
コ
（
亥
子
）
と
呼
ん
で
い
る
。
村
中
が
集
っ

て

般
若
心
経

を
読
経
し
た
後
、
御
神
酒
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
か
ら
ナ
ゲ
モ
チ
と
い
っ

て

餅
を
撒
く
。
そ
の
祭
礼
の
世
話
を
す
る
の
は
ネ
ン
ト
ウ
バ
ン
（
年
当
番
）
で
、
一

年
に
一
軒
ず
つ
家
順
に
担
当
す
る
。
ネ
ン
ト
ウ
バ
ン
は
ほ
ぼ
一
生
に
一
回
担
当
す
る

の

で
、
か
つ
て
は
回
っ
て
く
る
と
目
出
度
い
と
ご
馳
走
を
作
っ
て
祝
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
八
王
子
と
並
ん
で
赤
塚
で
祀
る
神
社
に
金
比
羅
さ
ん
が
あ
る
。
か
つ
て

は
別
の
祭
日
で
あ
っ
た
が
、
今
は
八
王
子
と
同
じ
日
に
な
っ
て
い
る
。

　
赤
塚
の

人
々

が
単
に
テ
ラ
（
寺
）
と
言
え
ば
、
集
落
内
に
あ
る
東
光
寺
の
こ
と
で

あ
る
。
東
光
寺
は
無
住
で
あ
り
、
そ
の
規
模
か
ら
判
断
し
て
も
独
立
し
た
寺
院
と
い

う
よ
り
も
、
村
堂
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
久
し
く
無
住
で
あ
り
、
公
民
館
が
県

道
に

面

し
て
建
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
赤
塚
の
公
民
館
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
き
た
。

今
も
そ
の
建
物
の
半
分
は
子
供
会
館
と
い
う
表
札
を
掲
げ
て
、
各
種
の
会
合
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
東
光
寺
は
堂
座
講
の
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
々
の
寺
檀
関

係
の
自
覚
は
あ
ま
り
な
い
が
、
基
本
的
に
は
恋
野
の
福
王
寺
で
あ
る
。

二
　
水
利
施
設
と
水
利
慣
行

O
　
用
水
堰
と
溜
池

河
川
灌
瀧
と
溜
池
灌
概

　
赤
塚
の

水
田

を
灌
概
す
る
用
水
は
、
先
ず
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は

河
川

か

ら
取
水
す
る
用
水
堰
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
谷
に
設
け
ら
れ
た
溜
池
で
あ
る
。

用
水
堰
と
溜
池
は
そ
の
灌
概
す
る
場
所
を
明
確
に
区
分
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
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合

し
て
用
水
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
用
水
堰
は
、
そ
の
水
源
に
よ
っ
て

ま
た
二
つ
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
赤
塚
と
恋
野
の
境
界
を
細
い

谷
を
形
成
し
て
流
れ
る
去
年
川
に
堰
を
設
け
て
取
水
す
る
も
の
で
、
赤
塚
の
用
水
と

し
て
は
二
つ
の
堰
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
赤
塚
と
中
道
と
の
境
界
を
流
れ
る
水
を
赤

塚

と
中
道
と
で
分
け
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
水
堰
の
水
源
の
相
違
は
ま

た
、
そ
の
用
水
が
灌
概
す
る
地
域
の
相
違
で
も
あ
る
し
、
歴
史
的
な
背
景
の
相
違
と

い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
赤
塚
に

は
い
く
つ
も
の
溜
池
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
六
つ
ま
で
が
個
人
管
理
の
池

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
小
規
模
で
あ
る
。
赤
塚
の
用
水
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て

い

る
の
は
ム
ラ
と
し
て
管
理
し
て
い
る
ム
ラ
イ
ケ
（
村
池
）
と
シ
ン
イ
ケ
（
新
池
）

の

二
つ
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
池
の
水
は
連
動
し
て
お
り
、
し
か
も
灌
慨
す
る
対
象

地
域

は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
で
あ
る
か
ら
、
榊
谷
川
か
ら
の
水
と
合
流
し
て
、
一
つ
の
水
利

体
系
を
形
成
し
て
い
る
。
村
池
と
榊
谷
川
の
水
が
一
つ
に
な
る
こ
と
で
、
ウ
エ
ノ
ダ

ン

の

水
田

の

水

は
確
保
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
現
在
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
は
基
本

的
に
紀
ノ
川
用
水
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
村
池
に
は
用
水
の
水
が
入
っ
て

く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
下
で

は
、
そ
れ
ら
各
用
水
の
具
体
的
な
配
置
と
灌
慨
す
る
地
域
と
を
順
次
見
て

お

こ
う
（
図
2
赤
塚
の
水
利
系
統
図
参
照
）
。

去
年
川
の
イ
ゼ
キ

　
恋
野

と
赤
塚
の
境
界
と
な
る
谷
を
形
成
し
て
い
る
の
が
去
年
川
で
あ
る
。
こ
の
去

年
川
（
コ
ゾ
ガ
ワ
）
か
ら
取
水
す
る
堰
が
以
下
の
三
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
が

赤
塚
の

用
水
源
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
赤
塚
の
シ
タ
ノ
ダ
ン
（
下
の
段
）
の
用

水
で
あ
る
。

　
コ

ゾ
ガ
ワ
イ
ゼ
キ
（
去
年
川
井
堰
）
は
、
去
年
川
か
ら
取
水
す
る
堰
の
な
か
で
は

も
っ
と
も
上
流
部
に
位
置
す
る
。
堰
堤
か
ら
右
岸
に
取
入
れ
ら
れ
て
、
恋
野
の
水
田

の
用

水
と
な
る
。

　

ナ
カ
ミ
ゾ
イ
ゼ
キ
（
中
溝
井
堰
）
は
、
去
年
川
に
設
置
さ
れ
た
堰
の
二
番
目
に
当

る
の
で
第
二
井
堰
と
も
言
う
。
ま
た
古
く
は
タ
ク
ミ
イ
ゼ
キ
（
匠
井
堰
）
と
も
言
っ

た
と
い
う
。
現
在
で
は
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
近
世
の
文
書
の
中

に

は
エ
ミ
井
堰
と
い
う
名
称
が
出
て
く
る
。
こ
の
堰
は
流
れ
の
中
に
岩
を
積
み
上
げ

て

あ
る
高
い
井
堰
で
あ
る
。
毎
年
そ
の
上
に
さ
ら
に
土
嚢
を
積
み
上
げ
並
べ
る
。
以

前

は
俵
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
土
を
詰
め
て
い
る
。
土
砂
は
堰
の
上

の

も
の
を
詰
め
る
。
堰
堤
か
ら
左
岸
に
取
水
し
て
赤
塚
の
用
水
と
な
る
。
こ
の
堰
の

位
置

は
水
田
が
あ
る
部
分
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
余
り
上
流
に
な
り
、
高
さ
一
一
〇

メ
ー
ト
ル
程
の
地
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ほ
ぼ
等
高
線
に
沿
っ
て
西
へ
流
れ
る
。
取

水
地
点
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
去
年
川
の
谷
の
高
い
地
点
を
地
形
に
沿
っ
て
流
れ
、

や

が
て

水
田

や

集
落
が
展
開
す
る
所
の
背
後
に
出
る
。
＝
○
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高

さ
は
河
岸
段
丘
の
シ
タ
ノ
ダ
ン
（
下
の
段
）
の
南
端
の
標
高
で
あ
る
。
こ
の
用
水
堰

の

設
置
は
、
段
丘
の
南
端
の
高
さ
を
基
準
に
し
て
、
取
水
地
点
を
そ
れ
よ
り
も
少
し

高
い
場
所
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
谷
に
沿
っ
て
流
す
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
も
の
と
判
断

で

き
る
。
段
丘
の
南
端
を
流
れ
る
用
水
路
の
途
中
か
ら
は
脇
を
旧
県
道
が
走
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
印
象
と
し
て
は
旧
県
道
に
沿
っ
て
西
へ
流
れ
て
、
赤
塚
の
西
端

ま
で
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
随
所
で
分
水
し
て
、
シ
タ
ノ
ダ
ン
の
な

か
の

や
や

高
い
部
分
（
標
高
が
一
〇
〇
～
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
）
の
主
要
な
用
水
と
な

210



紀ノ川左岸における水利と村落

る
。

　
シ

タ
ミ
ゾ
イ
ゼ
キ
（
下
溝
井
堰
）
は
去
年
川
に
設
け
ら
れ
た
堰
の
う
ち
最
下
流
に

あ
る
。
県
道
よ
り
も
少
し
上
流
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
カ
ミ
ゾ
イ
セ
キ
よ

り
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
近
く
標
高
が
低
い
地
点
で
取
水
し
て
い
る
。
取
水
地
点
か
ら
去

年
川
に
沿
っ
て
北
へ
流
れ
、
恋
野
小
学
校
と
県
道
の
間
を
西
へ
流
れ
て
、
シ
タ
ノ
ダ

ン

の

な
か
の
低
位
段
丘
面
（
標
高
が
九
五
メ
ー
ト
ル
前
後
）
の
田
の
用
水
と
な
る
。

榊
谷
川
の
井
堰

　
榊
谷
川

は
赤
塚
と
中
道
の
境
界
と
な
る
谷
を
流
れ
る
川
で
あ
る
。
こ
の
川
に
は
ア

ラ
イ
ト
（
洗
戸
）
と
呼
ば
れ
る
井
堰
が
あ
る
。
ア
ラ
イ
ト
の
あ
る
地
点
は
標
高
で
ほ

ぼ

二
二
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
小
規
模
な
堰
堤
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
設
け
ら
れ
、
そ

こ
に
設
け
ら
れ
た
ブ
ン
ス
イ
バ
ン
（
分
水
板
）
の
幅
に
よ
っ
て
、
赤
塚
と
中
道
の
水

に

分

け
て
い
る
。
赤
塚
は
そ
こ
か
ら
人
工
の
用
水
路
を
流
し
て
赤
塚
の
田
へ
運
ん
で

来

る
。
中
道
は
自
然
の
流
れ
を
利
用
し
て
し
ば
ら
く
下
ま
で
流
し
て
か
ら
、
流
水
全

部
を
中
道
側
に
取
水
す
る
。
ア
ラ
イ
ト
に
お
け
る
分
水
比
率
は
ほ
ぼ
赤
塚
四
、
中
道

六
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
分
水
の
幅
は
昔
か
ら
決
め
た
と
お
り
で
あ
り
、
基
礎
は
コ

ン

ク
リ
ー
ト
で
造
っ
て
あ
り
、
そ
の
上
に
木
で
枠
が
設
け
て
あ
る
。
現
在
の
実
際
の

取
水
板
の
幅
は
赤
塚
が
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
中
道
が
五
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と

な
っ
て
い
る
。

　
赤
塚
側
は
、
ア
ラ
イ
ト
で
取
水
し
た
水
を
谷
壁
に
沿
っ
て
流
し
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
を

見
下

ろ
せ
る
地
点
に
出
る
。
そ
こ
で
、
水
は
二
つ
の
流
れ
に
分
け
ら
れ
る
。
分
け
る

地
点
の
上
に
墓
地
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
を
バ
カ
ノ
ヲ
ノ
ト
ワ
ケ
（
墓
尾
の

戸
分
け
）
と
い
う
。
一
つ
は
そ
こ
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
北
へ
向
か
い
、
何
ヶ
所
か
で
分

水
し
て
、
田
に
流
れ
込
む
。
も
う
一
つ
は
い
わ
ば
本
流
で
、
等
高
線
に
沿
っ
て
東
に

流
れ

る
。
そ
の
流
路
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
が
終
わ
り
、
山
に
な
る
地
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
最
も
南
端
の
標
高
が
高
い
地
点
を
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

流
れ
は

途
中
で
分
水
し
な
が
ら
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
東
端
ま
で
行
く
。
こ
の
バ
カ
ノ
ヲ

ノ
ト
ワ
ケ
で
分
水
す
る
の
は
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
が
地
形
的
に
大
き
く
東
西
二
つ
に
分
か

れ
て

い

る
た
め
で
あ
る
。
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
中
間
部
に
少
し
浅
い
谷
が
山
に
向
か
っ
て

入
っ
て
お
り
、
そ
の
谷
の
奥
に
は
次
に
紹
介
す
る
村
池
が
あ
る
。
こ
の
谷
を
境
に
東

西
に

分

け
ら
れ
、
用
水
路
も
必
然
的
に
バ
カ
ノ
ヲ
ノ
ト
ワ
ケ
で
二
つ
に
分
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

溜
池

　
赤
塚
に

は
溜
池
が
大
小
い
く
つ
も
あ
る
。
溜
池
は
そ
の
所
有
・
管
理
の
形
態
で
二

種
類
に

分

け
ら
れ
る
。
一
つ
は
赤
塚
の
共
同
の
溜
池
で
あ
り
、
一
つ
は
個
人
の
溜
池

で

あ
る
。
概
し
て
後
者
は
小
規
模
で
あ
り
、
谷
筋
に
堤
を
築
い
て
、
そ
こ
の
水
を
そ

の

下
流
部
の

ご
く
限
ら
れ
た
水
田
に
入
れ
る
も
の
で
、
用
水
路
も
短
い
。
個
人
池
の

管
理
は
そ
の
池
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
個
人
が
行
な
う
。
個
人
池
は
一
軒
の
家
単
独

の

も
の
が
五
つ
、
三
軒
で
一
つ
を
共
同
使
用
し
て
い
る
の
が
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
池
の

権
利

は
、
そ
の
水
が
か
り
の
田
が
売
買
等
で
移
動
す
る
と
そ
れ
に
伴
っ
て
移

る
と
い
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
赤
塚
の
共
同
管
理
に
よ
る
溜
池
は
当
然
な
が
ら
広
域
的
な
灌
瀧
を

目
指
す
も
の
で
あ
り
、
規
模
も
大
き
い
。
そ
の
中
心
的
な
溜
池
は
ム
ラ
イ
ケ
（
村
池
）

と
呼
ば
れ
る
。
村
池
の
水
が
な
く
な
っ
た
時
に
、
谷
の
奥
に
設
け
ら
れ
て
い
る
新
池

の

水

を
用
い
る
。
こ
の
村
池
と
新
池
は
連
係
し
て
い
る
。
灌
概
は
先
ず
村
池
の
水
を
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使
用
し
て
行
な
わ
れ
る
。
村
池
の
水
と
榊
谷
の
水
に
よ
っ
て
灌
瀧
さ
れ
る
が
、
村
池

の

水
が
少

な
く
な
っ
て
く
る
と
、
新
池
の
水
を
村
池
に
流
し
込
む
。
す
な
わ
ち
、
新

池
の

水

は
直
接
水
田
に
流
れ
込
む
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
村
池
の
水
と
な
り
、
村

池
か

ら
用
水
と
し
て
出
て
行
く
の
で
あ
る
。
村
池
と
新
池
の
間
は
距
離
が
あ
り
、
そ

の

間
を
溝
で
つ
な
い
で
い
た
が
、
近
年
パ
イ
プ
を
埋
設
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
水
を
新

池
か

ら
村
池
へ
と
移
し
て
い
る
。

　
村
池
の

水

は
、
池
の
少
し
下
の
所
で
二
つ
に
分
れ
る
。
一
つ
は
そ
の
ま
ま
谷
を
流

れ
出
て
東
の
地
域
の
水
と
な
り
、
他
の
一
つ
は
谷
の
斜
面
を
等
高
線
に
沿
っ
て
流
れ

て
、
西
の
地
域
の
水
に
な
る
。
い
ず
れ
も
ア
ラ
イ
ト
の
用
水
、
す
な
わ
ち
タ
ニ
ミ
ズ

（谷
水
）
と
合
流
し
て
、
両
者
の
水
に
よ
っ
て
水
田
を
灌
概
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て

村
池
・
新
池
と
榊
谷
川
の
ア
ラ
イ
ト
の
水
が
一
つ
に
な
っ
て
上
の
段
を
灌
概
し
て

き
た
。
総
称
し
て
ウ
エ
イ
デ
と
呼
ぶ
。
村
池
か
ら
出
た
水
が
、
堤
の
す
ぐ
下
で
二
手

に

分
れ

る
よ
う
に
、
上
の
段
の
水
田
は
水
掛
か
り
区
域
に
よ
っ
て
東
西
の
二
つ
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
水
の
配
分
な
ど
も
こ
の
東
西
別
々
に
行
っ
て
い
る
。
次
に
述
べ
る

よ
う
に
、
水
利
組
織
も
東
西
の
二
区
分
を
基
本
的
な
単
位
と
し
て
い
る
。

口
　
水
利
組
織
と
水
利
慣
行

中
下
溝
水
利
組
合

　
中
溝
と
下
溝
の
井
堰
の
管
理
を
す
る
組
織
は
中
下
溝
水
利
組
合
と
い
う
。
関
係
者

は

中
溝
が
二
〇
人
あ
ま
り
、
下
溝
が
一
〇
人
あ
ま
り
で
あ
る
。
水
利
組
合
長
が
一
人

い

る
。
組
合
長
が
会
計
の
仕
事
も
し
て
い
る
。
任
期
な
ど
は
な
く
、
ほ
ぼ
固
定
し
て

い
る
。

　
バ
ン
ド
ウ
（
番
頭
）
と
呼
ば
れ
る
イ
ゼ
キ
の
ネ
ン
ト
ウ
バ
ン
（
年
当
番
）
が
あ
る
。

原
則
と
し
て
一
年
交
代
で
都
合
の
よ
い
人
が
勤
め
る
。
水
路
の
管
理
を
す
る
の
が
基

本
的
な
任
務
で
あ
る
。
バ
ン
ド
ウ
の
判
断
で
、
イ
ゼ
ア
ゲ
の
日
取
り
を
決
め
て
、
フ

レ

（触
れ
）
を
出
し
て
招
集
し
、
井
堰
の
土
嚢
を
積
み
上
げ
る
。
俵
（
現
在
は
袋
）

は
皆
が
持
ち
寄
る
。
そ
し
て
、
水
が
田
ま
で
来
な
く
な
っ
た
と
き
、
イ
ゼ
キ
へ
行
っ

て

調
べ
て
来
る
。
土
嚢
を
補
充
し
て
積
み
上
げ
て
、
取
水
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま

た

水
路
の

決
壊
箇
所
を
調
べ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
年
に
二
、
三
回
水
路
の
草
刈
や

土
砂

さ
ら
い
を
ミ
ゾ
ガ
カ
リ
関
係
者
に
通
知
し
て
出
て
も
ら
っ
て
実
施
す
る
。

上
溝
水
利
組
合

　
ウ
エ
ノ
ダ
ン
を
灌
慨
す
る
洗
い
戸
お
よ
び
村
池
・
新
池
の
水
、
す
な
わ
ち
ウ
エ
イ

デ
を
管
理
す
る
の
は
上
溝
水
利
組
合
で
あ
る
。
上
溝
に
水
の
権
利
を
有
す
る
も
の
は

現
在
三
〇
名
余
り
で
あ
る
。
そ
の
権
利
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
る
家

に

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
た
と
え
水
田
を
耕
作
し
て
い
な
く
と
も
ウ
エ
ノ
ダ
ン

に

居
住
す

る
家
に
も
権
利
が
あ
る
。
屋
敷
に
水
利
権
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ヤ

シ

キ
ミ
ズ
（
屋
敷
水
）
と
い
う
。
屋
敷
水
の
意
味
は
、
防
火
用
水
と
し
て
ウ
エ
イ
デ

を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
に
火
災
の
と
き
に
は
村
池
の
水
を
抜
く
。
屋

敷
水
の

み

の
家

も
従
来
は
義
務
に
お
い
て
も
等
し
く
負
担
し
て
き
た
。
水
利
権
者
の

大
部
分

は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
に
居
住
し
、
屋
敷
水
と
田
の
灌
概
の
両
方
で
ウ
エ
イ
デ
に
関

係

し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
シ
タ
ノ
ダ
ン
に
居
住
し
て
ウ
エ
ノ
ダ

ン

の

水
田

を
耕
作
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
灌
瀧
を
す
る
用
水
は
水
田
の
配
置
か
ら
東
西
二
つ
に
分
け
ら
れ
て

い

る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
水
利
組
織
の
内
部
組
織
も
東
西
に
区
分
し
て
い
る
。
東
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西
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
名
で
、
合
計
四
〇
名
の
水
利
関
係
者
が
い
る
。
し
か
し
、
一
軒
の

家
で
東
西
両
方
の

地
域
で
水
田

を
耕
作
し
て
い
る
家
が
あ
り
、
そ
の
家
は
東
西
両
方

の
組
織
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
水
利
組
合
の
水
田
耕
作
関
係
者
は

三
二
名
で
あ
る
。

　
水
利
組
合
に
は
水
利
組
合
長
が
一
人
い
て
、
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
。
水
利
組
合

長
の

こ
と
を
普
通
は
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
（
番
頭
長
）
と
い
う
。
組
合
長
と
い
う
よ
り

も
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
と
い
う
呼
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
は
バ
ン

ド
ウ
の
代
表
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
永
年
固
定
し
て
勤
め
て
い
る
。
バ
ン
ド

ウ
チ
ョ
ウ
と
い
う
役
職
名
称
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
バ
ン
ド
ウ
と
い
う
役
職
が
あ
る
。

水
利
組
合
の
運
営
は
八
人
の
バ
ン
ド
ウ
（
番
頭
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

　
バ
ン

ド
ウ
は
八
人
で
あ
る
が
、
特
定
の
家
に
固
定
し
て
い
る
。
概
し
て
耕
作
反
別

の
大

き
い
家
で
あ
り
、
大
部
分
が
親
や
祖
父
の
代
か
ら
し
て
お
り
、
世
襲
と
言
っ
て

良
い
。
現
在
の
バ
ン
ド
ウ
八
人
の
う
ち
七
人
ま
で
が
親
か
ら
引
き
継
い
で
就
任
し
て

い

る
。
し
か
し
、
完
全
に
固
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
バ
ン
ド
ウ
が
勤
め
ら
れ
な

く
な
る
と
親
子
の
間
で
の
交
替
だ
け
で
な
く
、
別
の
家
へ
の
交
替
も
行
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
在
の
バ
ン
ド
ウ
の
八
軒
が
古
く
か
ら
の
家
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。

八
人
の

バ
ン

ド
ウ
は
東
西
四
人
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
て
、
水
が
か
り
の
地
域
を
東
西

二
つ
に

区
分
し
た
そ
れ
ぞ
れ
を
管
理
す
る
。
現
在
の
バ
ン
ド
ウ
の
家
は
、
東
が
田
中

定
雄
、
田
中
政
幸
、
中
西
久
雄
、
吉
岡
敏
文
の
四
軒
、
西
が
上
田
二
三
夫
、
曽
和
敏

昭
、
森
脇
勝
彦
、
中
西
広
伸
の
四
軒
で
、
合
計
八
軒
で
あ
る
が
、
こ
の
程
田
中
定
雄

氏
が
引
退
し
た
の
で
、
交
代
に
曽
和
進
が
バ
ン
ド
ウ
に
な
っ
た
。
な
お
、
田
中
定
雄

氏

は
一
九
五
五
年
以
来
永
年
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
を
し
て
き
た
が
、
そ
の
前
の
バ
ン
ド

ウ
チ
ョ
ウ
は
吉
岡
敏
文
氏
の
父
親
が
勤
め
て
い
た
。
田
中
氏
は
一
九
九
三
年
に
引
退

し
て
、
後
任
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
は
上
田
二
三
夫
氏
に
な
っ
た
。

　
堰
、
池
そ
し
て
用
水
路
を
修
理
し
た
り
、
清
掃
し
て
水
を
流
す
準
備
を
す
る
共
同

作
業
は
ミ
ゾ
ホ
リ
（
溝
掘
り
）
と
呼
ば
れ
、
毎
年
五
月
末
の
日
曜
日
の
午
前
中
に
行

わ

れ

る
。
組
合
員
の
各
家
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
、
幹
線
の
水
路
を
全
員
で
清
掃
し
て

歩
く
。
池
は
新
池
の
所
ま
で
、
ま
た
ア
ラ
イ
ト
の
ト
ワ
ケ
の
所
ま
で
で
あ
る
。
こ
の

溝
掘
り
に
は
屋
敷
水
の
み
の
家
も
か
つ
て
は
出
役
し
た
が
、
一
九
九
四
年
度
か
ら
水

路
改
修
が
行
わ
れ
て
人
手
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
屋
敷
水
の
み
の

家
は
免
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
溝
掘
り
に
出
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
区
の

規
定
に
も
と
つ
い
て
、
半
日
分
の
日
当
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
池
の

水
を
初
め
て
抜
い
て
流
す
こ
と
を
ハ
ツ
ヌ
キ
（
初
抜
き
）
と
い
う
。
赤
塚
の

ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
田
の
田
植
え
時
期
は
六
月
一
二
日
か
一
三
日
頃
で
、
こ
の
時
期
に

タ
ニ
ミ
ズ
が
豊
富
で
あ
れ
ば
、
村
池
の
水
は
抜
か
な
い
が
、
少
な
け
れ
ば
ハ
ッ
ヌ
キ

と
な
る
。
田
植
え
の
時
期
に
流
す
水
を
ケ
ツ
ケ
ミ
ズ
あ
る
い
は
ケ
カ
ケ
ミ
ズ
と
い
う
。

田

植
え
の
こ
と
を
ケ
ツ
ケ
（
毛
付
け
）
と
い
う
こ
と
に
関
連
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
の
水
を
ヨ
ウ
ス
イ
（
養
水
）
と
呼
ぶ
。

　
東
西

そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ン
ド
ウ
四
人
が
交
代
で
毎
日
田
ん
ぼ
を
見
回
り
、
ミ
ナ
ク
チ

を
開
け
た
り
、
閉
じ
た
り
し
て
、
水
の
入
る
量
を
調
節
す
る
。
田
ん
ぼ
の
耕
作
者
は

そ
れ
に
対
し
て
文
句
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
水
口
を
勝
手
に
い
じ
れ
な
い
。
年
間
の

各
種
の

作
業
は
じ
め
水
利
に
関
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
バ
ン
ド
ウ
が
「
日
誌
」
に

記
録
し
て
お
く
。

　
水
不
足
に

な
っ
て
く
る
と
バ
ン
ミ
ズ
（
番
水
）
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
る
。
最
　
知
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近
で

は
一
九
九
二
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
方
法
は
、
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
が

バ
ン

ミ
ズ
の
実
施
を
決
め
て
、
東
西
別
々
に
バ
ン
ミ
ズ
の
時
間
割
を
紙
に
書
い
て
板

に

貼
っ
て
、
掲
示
す
る
。
西
は
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
の
上
田
家
の
前
に
立
て
ら
れ
る
。

そ
の
掲
示
さ
れ
た
表
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
バ
ン

ミ
ズ
は
、
五
日
間
で
一
巡
す
る
よ
う
に
時
間
を
割
っ
て
行
う
。
東
西
別
々
に

耕
作
反
別
に

よ
っ
て
時
間
を
決
め
て
割
り
振
る
の
で
、
反
別
に
配
分
さ
れ
る
時
間
は

東
西
で
異

な
る
。
西
の
方
が
東
よ
り
も
や
や
時
間
が
多
い
。
割
り
振
ら
れ
た
時
間
に

は
自
分
の
家
の
田
に
す
べ
て
の
水
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
家
は
一
切
水
を

流

し
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
掲
示
さ
れ
た
時
間
割
を
見
て
、
各
人
が
自
分
の
割
り

当
て
時
間
が
き
た
ら
自
分
の
判
断
で
田
の
水
口
を
開
け
て
用
水
路
か
ら
水
を
入
れ
る
。

現
在
の

バ
ン

ミ
ズ
は
家
単
位
に
反
別
に
応
じ
て
時
間
割
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の

決
め

ら
れ
た
時
間
内
に
ウ
エ
ノ
ダ
ン
に
散
在
し
て
い
る
数
ヵ
所
の
自
分
の
家
の
田

ん

ぼ
に

水
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
屋
敷
水
は
番
水
の
対
象
に
な
ら
ず
、

番
水
と
し
て
の
権
利
は
な
い
。

　
用
水
の
東
西
別
に
バ
ン
ミ
ズ
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
各
家
の
耕
作
す
る
水
田
が

東
西
両
方
に

あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
水
が
か

り
の
な
か
で
バ
ン
ミ
ズ
の
順
番
が
回
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
東
西
両

方
の

水
が
か

り
に
田
を
耕
作
し
て
い
る
家
は
八
軒
で
あ
る
。
か
つ
て
は
田
単
位
の
バ

ン

ミ
ズ
で
、
田
の
並
び
順
に
時
間
割
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
現
在
は
時
計
に
よ

る
時
間
が
時
間
割
区
分
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
初
年
ま
で
は
線
香
を
燃
し
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反別

0．60

1．60

3．00

0．08

0．47

0、50

1．40

0．30

0．30

0．20

0．30

0．50

0．65

7：05

3．90

0．10

0．70

2．40

3．20

3，30

時間割

17：00

18：50

23：50

9：10

9：20

10：40

12：10

16：30

17：25

18：20

19：00

20：00

21：30

23：30

21：30

9：30

9：50

12：10

19：50

5：50

迄

18　50

23　50

9　10

9　20

10　40

12　10

16　30

17　25

18　20

19　00

20　00

21　30

23　30

21　30

9　30

9　50

12　10

19　50

5　50

15．50

上溝番水表（西）

日

初日目

2日目

3日目

4日目

5日目

氏名

木村収
藤田　良

中西　広

田中　成

田中　米

新田　利

井西博
岩上　完

吉岡　敏

織田　信

筒香　実

久保　守

坂本　隆

上田　登

森脇　勝

糸川　博

曽和　進

上田　長

曽和　敏

上田　二

反別

2．OO

1．10

1．30

4．50

030

2，20

0．40

4．55

2：00

0．50

3．00

1．00

1．00

2．60

1，00

2，00

2．00

1．00

0．16

1．00

平成4年度

時間割

17：40

23：10

2：30

6：10

18：50

19：40

1：50

2：50

15：40

21：20

22：40

7：10

10：00

12：50

20：10

23：00

4：40

10：20

13：10

13：30

迄

23　10

2　30

6　10

18　50

19　40

1　50

2　50

15　40

21　20

22　40

7　10

10　00

12　50

20　10

23　00

4　40

10　20

13　10

13　30

16　20

上溝番水表（東）

日

初日

2日目

3日目

4日目

5日目

氏名

新田利

中西登

田中米

山田喜

森本求

田中定
中野　イ

吉岡敏

岩上完

後藤和

中西久

曽和進

森脇勝

田中政

新田金

織田信

曽和敏

中西弘

百谷武
上田　二
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て
、
そ
れ
で
時
間
を
判
断
し
て
い
た
。
ツ
ジ
ア
イ
（
辻
合
い
）
で
ト
マ
ス
（
斗
桝
）

の

な
か
に
線
香
を
立
て
て
、
そ
の
線
香
の
燃
え
進
み
の
具
合
で
バ
ン
ド
ウ
が
時
間
を

判
断
し
て
、
時
間
を
指
示
し
て
い
た
と
い
う
。

　
水
利
組
合
と
し
て
の
会
合
は
年
に
二
回
開
催
さ
れ
る
。
第
一
回
目
は
総
会
と
呼
ば

れ

る
。
総
会
は
五
月
の
溝
掘
り
の
終
了
後
に
開
か
れ
る
。
会
場
は
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ

の
家
で
あ
る
。
総
会
に
は
も
と
は
エ
ン
ド
ウ
マ
メ
を
炊
き
込
ん
だ
エ
ン
ド
ウ
メ
シ
を

出
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
パ
ン
と
ビ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。
総
会
で
は
会
計
報
告

を
行
い
、
ま
た
工
事
関
係
の
協
議
が
行
わ
れ
る
。
第
二
回
目
は
十
二
月
一
〇
日
前
後

の

日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で
、
カ
ン
ジ
ョ
コ
ウ
（
勘
定
講
）
と
呼
ば
れ
る
。
や

は

り
バ
ン
ド
ウ
チ
ョ
ウ
の
家
を
会
場
と
す
る
。
こ
の
勘
定
講
は
水
利
費
の
精
算
を
す

る
た
め
の
会
合
で
あ
る
。

　
経
費
の

計
算

は
三
本
に
区
分
し
て
行
わ
れ
る
。
一
つ
は
水
利
費
で
、
ス
イ
リ
ワ
リ

（水
利
割
り
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
反
別
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
、
各
家
の
水
が

か

り
の
田
と
屋
敷
の
反
別
に
対
し
て
算
出
さ
れ
る
。
二
つ
め
は
バ
ン
ド
ウ
ワ
リ
（
番

頭
割

り
）
と
か
バ
ン
ド
ウ
チ
ン
（
番
頭
賃
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
バ
ン
ド
ウ
の
出

役
に
対
し
て
の
日
当
を
計
算
し
て
、
そ
れ
を
水
が
か
り
の
田
ん
ぼ
の
反
別
に
比
例
さ

せ
て

賦
課
す

る
も
の
で
あ
る
。
バ
ン
ド
ウ
の
日
当
は
現
在
一
時
間
一
〇
〇
〇
円
で
あ

り
、
朝
六
時
か
ら
夕
方
六
時
ま
で
水
の
出
し
入
れ
の
管
理
を
当
番
で
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
時
間
数
で
計
算
す
る
。
三
番
目
は
工
事
費
そ
の
他
で
あ
る
。
こ
れ
は
水
利
施
設

に

関
連
し
て
臨
時
的
に
か
か
っ
た
工
事
費
な
ど
を
算
出
精
算
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
水
利
秩
序
の
歴
史
的
展
開

〇
　
二
つ
の
水
利
秩
序

　
赤
塚
の

水
利
秩
序
は
一
つ
で
は
な
く
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
現
在

の

水
利
を
め
ぐ
る
民
俗
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
溝
・
下
溝
と

上
溝
・
村
池
の
相
違
で
あ
る
。
境
の
谷
と
し
て
は
上
流
に
位
置
す
る
去
年
川
に
設
け

ら
れ
て
い
る
前
者
の
用
水
堰
が
灌
慨
す
る
区
域
は
シ
タ
ノ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
紀
ノ
川

に

近
い

下
位
段
丘
で
あ
り
、
下
流
に
あ
る
榊
谷
川
か
ら
取
水
す
る
ア
ラ
イ
ト
（
洗
戸
）

の
用
水
堰
お

よ
び
村
池
と
呼
ば
れ
る
溜
池
か
ら
の
水
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
上

位
段
丘
を
灌
概
し
て
い
る
。

　

こ
の
明
確
な
灌
概
区
域
の
相
違
は
、
そ
の
耕
地
の
開
発
の
歴
史
に
対
応
し
て
用
水

堰
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
各
種
の
伝
承
に
お
い

て

も
、
ま
た
現
在
居
住
す
る
古
い
家
々
の
屋
敷
の
立
地
か
ら
判
断
し
て
も
、
上
位
段

丘
が
下
位
の

段
丘
よ
り
も
早
く
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
水
利
施
設
も
榊
谷
川
に
設
定
さ
れ
た
洗
戸
の
方
が
、
去
年
川

に

設
定

さ
れ
て
い
る
ナ
カ
ミ
ゾ
イ
ゼ
キ
（
中
溝
井
堰
）
や
シ
モ
ミ
ゾ
イ
セ
キ
（
下
溝

井
堰
）
よ
り
も
古
い
と
考
え
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
深
く
関
連

す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
組
織
の
運
営
方
式
で
あ
る
。
ウ
エ
ノ
ダ
ン
を
灌
慨
す

る
上
溝
・
村
池
は
固
定
的
な
バ
ン
ド
ウ
制
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
、
シ
タ
ノ
ダ
ン

を
灌
概
す
る
中
溝
・
下
溝
は
一
年
交
替
の
順
番
制
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
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ウ
エ
ノ
ダ
ン
を
灌
慨
す
る
水
が
榊
谷
川
の
洗
戸
か
ら
取
水
し
た
水
の
み
で
は
な
く
、

ム

ラ
イ
ケ
（
村
池
）
の
水
と
合
流
す
る
こ
と
で
行
な
わ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ム
ラ
イ
ケ
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
田
を
灌
概
す
る
水
で
あ
り
、
シ

タ
ノ
ダ
ン
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ム
ラ
イ
ケ
と
い
う
名
称
が
付
け

ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
池
の
歴
史
的
性
格
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
赤
塚
と
い
う

ム

ラ
の
存
立
に
大
き
く
関
わ
る
池
が
ム
ラ
イ
ケ
な
の
で
あ
る
。
洗
戸
と
村
池
に
よ
っ

て

上
位
段
丘
の

灌
概
用
水

を
確
保
し
て
、
そ
こ
を
安
定
的
な
耕
地
と
す
る
こ
と
で
赤

塚
村
は
成
立
し
た
。

⇔
　
赤
塚
土
居
の
確
認

　
中
道
に
は
土
居
と
い
う
屋
号
の
家
が
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
中
世
の

土
居
の
遺
構
が
残
さ
れ
て
い
る
。
土
居
と
い
う
屋
号
で
呼
ば
れ
る
上
田
家
に
は
中
世

文
書

も
伝
え
ら
れ
、
墓
石
等
に
も
中
世
の
様
式
が
見
ら
れ
る
。
現
在
土
居
に
屋
敷
を

構
え
て
居
住
す
る
上
田
家
は
中
世
以
来
存
続
し
て
き
た
家
で
あ
る
。
そ
の
土
居
の
家

は
、
榊
谷
川
の
洗
戸
で
取
水
し
た
中
道
の
用
水
の
一
定
量
を
自
家
用
に
使
用
で
き
る

権
利

を
も
っ
て
い
る
。
実
際
、
現
在
も
こ
の
洗
戸
か
ら
中
道
に
入
っ
て
き
た
用
水
路

が
土
居
の

屋
敷
が
見
下

ろ
せ
る
地
点
で
分
水
し
て
お
り
、
そ
れ
は
土
居
に
の
み
行
く

水
路
と
な
っ
て
い
る
。

　
後
で
紹
介
す

る
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
の
中
道
分
に
「
上
田
土
居
」
と
登
場
す

る
の
は
こ
の
中
道
の
上
田
家
で
あ
る
。
中
道
の
水
に
は
上
田
土
居
の
遣
い
水
分
が
特

別
に

含

ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
用
水
に
対
す
る
支
配
が
土
居
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て

い
た

こ
と
を
そ
の
特
権
と
し
て
伝
え
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
肇
・

泥

奪

‡
養
再

＼
，
ノ

三
㌻

　
・
芦

㌔
　
　
　
　
　
　
・
贈
奪
ま
窪
－

ぶ李妄
茎嘉

　
ふ
克

手

微
ん

　
．
オ章

燕

◇
叱

力

与
｝
｛

啓
答

図3　赤塚の字（第十番字土居）

　
赤
塚
に

も
土
居
が
存
在
し
た
こ
と
は
字
名
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
土
居
は
慶
長
七

年

（
一
六
〇

二
）
の
浅
野
の
検
地
帳
に
登
場
し
、
明
治
の
地
租
改
正
に
際
し
て
設
定

さ
れ
た
字
名
と
し
て
も
存
続
し
て
い
る
（
図
3
赤
塚
字
図
参
照
）
。
慶
長
七
年
検
地
帳
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図4　字土居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に

は
以
下
の
よ
う
に
検
地
帳
の
二
二
四
筆
、
二
二
五
筆
に
土
居
が
登
場
す
る
。
そ
の

面
積
合
計

は
一
反
二
畝
六
歩
で
あ
る
。
そ
れ
な
り
の
大
き
さ
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
。

　
　
土
居
　
　
　
　
　
　
　
　
役
古
高
　
弐
石
壱
斗
八
升

　
　
上
田

　
八
畝
六
歩
　
　
　
　
壱
石
四
斗
三
升
五
合
　
　
孫
七
　
　
　
口
口

　
　
同
所
　
　
　
　
　
　
　
　
役
古
高
　
壱
石
六
升
三
合

　
　
上

田
　
四
畝
　
　
　
　
　
七
斗
　
　
　
　
　
　
　
源
二
郎
　
　
村
地

　
検
地
帳
の
記
載
順
か
ら
判
断
し
て
、
土
居
の
位
置
は
東
光
寺
の
東
側
の
水
田
の
広

が
っ

て

い

る
区
画
の
所
で
あ
る
。
現
在
も
字
名
と
し
て
土
居
が
あ
る
。
そ
れ
は
ウ
エ

ノ
ダ
ン
の
丁
度
中
央
部
に
位
置
し
て
い
る
。
明
治
の
地
租
改
正
に
際
し
て
旧
来
の
字

は
整
理
統
合
さ
れ
た
が
、
土
居
と
い
う
字
名
は
存
続
し
た
。
し
た
が
っ
て
明
治
以
降

の

土
居

と
い
う
字
の
範
囲
が
中
世
以
来
の
土
居
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
現
在
の
字
土
居
の
一
部
が
中
世
以
来
の
土
居
の
区
画
や
遺
構
で
あ
る
と
考
え
ら

れ

る
。
現
在
土
居
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
土
居
に
居
住
し

て

き
た
と
い
う
伝
承
を
も
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
示
唆
す
る
文
書
等
を
所
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

る
家
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
土
居
に
居
住
し
た
家
は
早
く
退
転
し
て
し

ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
慶
長
検
地
帳
に
お
い
て
土
居
と
い
う
字
は
水

田

の

所
に

つ

け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
後
の
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

の

「新
田

畑
地
詰
検
地
帳
」
で
は
、
新
た
に
開
発
さ
れ
た
畑
の
字
名
と
し
て
土
居
が

登
場

し
て
い
る
。
そ
れ
は
三
筆
で
、
三
畝
三
歩
、
一
畝
二
四
歩
、
一
五
歩
の
合
計
五

畝
一
二
歩
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い

　
　
　
　
（
6
）

る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
取
替
申
一
札
之
事

　
　
一
我
々
共
所
持
之
土
居
畑
二
生
立
有
之
占
雑
木
井
成
木
相
繁
田
地
之
蔭
二
相
成

　
　
6
二
付
此
度
双
方
相
談
之
上
不
残
伐
取
申
右
上
者
此
巳
後
永
々
は
や
し
申
間
敷
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右
若
背
約
定
成
木
為
致
占
は
〉
互
二
不
及
相
対
手
儘
伐
取
可
申
筈
右
之
通
堅
く

相
極
6
上
は
子
孫
二
至
迄
互
二
違
乱
有
之
間
敷
伍
而
為
取
替
如
件

天
保
十
五
年

　
　
　
　
辰

　
　
十
一
月

赤
塚
村
本
人

　
　
　
庄
　
　
吉
㊥

　
同
村
証
人

　
　
　
才

次

郎
㊥

　
　
　
　
　
　
同
村

　
　
　
　
　
　
　
浅
右
衛
門
殿

　
土
居
畑
に

は
樹
木
が
生
い
茂
っ
て
い
て
周
囲
の
水
田
を
日
蔭
に
し
て
い
た
た
め
、

そ
れ
を
刈
り
取
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
居
と
し
て
の
明
確
な
姿
は
す

で
に

中
世
に
失
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
跡
地
は
新
田
開
発
の
対
象
と

な
る
よ
う
な
空
閑
地
と
し
て
残
っ
て
い
た
し
、
ま
た
近
世
後
期
に
い
た
っ
て
も
樹
木

が
生
い

茂
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
土
居
の
周
囲
の
土
塁
が
残
っ
て

い
た

可
能
性
も
大
き
い
。
赤
塚
に
間
違
い
な
く
土
居
は
存
在
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ

の

場
所

は
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
中
央
部
で
、
村
池
か
ら
の
流
れ
が
浅
い
谷
を
刻
み
込
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
い

る
部
分
の
東
側
の
段
丘
北
端
部
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

日
　
土
居
の
支
配
か
ら
百
姓
連
合
へ

　
榊
谷
川
の
洗
戸
の
水
は
赤
塚
と
中
道
で
分
け
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
ム
ラ
の
共
同

開
発
、
共
同
管
理
の
も
と
に
あ
る
水
利
施
設
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
ム
ラ
の
共
同

と
い
う
の
で
は
な
く
、
中
道
と
赤
塚
の
二
つ
の
土
居
の
主
人
の
共
同
で
あ
っ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
赤
塚
で
は
洗
戸
と
村
池
の
両
方
の
水
が
等
し
く
流
れ
て
く
る
段
丘

中
央
部
に
あ
っ
た
土
居
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
中
道
と
赤
塚
の
土
居
の
連
合
に
よ
る

支
配
か
ら
ム
ラ
の
連
合
に
よ
る
管
理
へ
の
変
化
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
近
世
社
会

成
立

へ
の

過
程
で
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
近
世
的
な
水
利
施
設
の
維
持

管
理
を
確
認
す
る
文
書
が
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
の
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」

と
い
う
一
札
で
あ
る
。
こ
の
証
文
は
同
文
の
も
の
を
二
通
作
成
し
て
、
互
い
に
交
換

し
た
協
定
書
で
あ
る
。
次
の
も
の
は
赤
塚
村
の
六
人
の
者
の
名
前
で
中
道
村
庄
屋
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

年
寄
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
榊
谷
両
村
分
水
之
事

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ハ

　
　
一
　
赤
塚
村
　
戸
分
切
一
尺
五
寸
也

　
　
一
　
中
道
村
ヘ
ハ
戸
分
切
一
尺
一
寸
也
　
内
一
寸
は
上
田
土
居
ノ
遣
水
也

　
　
右
之

通
二
、
従
先
規
如
此
分
水
来
事
実
正
也
、
若
戸
少
も
違
申
6
は
、
互
立
合

　
　
吟
味
仕

り
、
右
之
通
二
可
仕
者
也
、
於
此
戸
は
互
二
違
乱
有
間
敷
6
、
為
後
日

　
　
之
証
文
如
件

寛
文
十
年
庚
戊
六
月
九
日

赤
塚
村

　
　
善
右
衛
門
㊥

同　
　
左
次
兵
衛
㊥

同　
　
松
右
衛
門
㊥

同　
　
長
兵
衛
㊥
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中
道
村

庄
屋

年
寄

衆

参

同同

七
左
衛
門
㊥

五
郎
兵
衛
㊥

こ
の
赤
塚
村
か
ら
中
道
村
へ
の
証
文
と
全
く
同
文
の
も
の
が
中
道
村
か
ら
赤
塚
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

へ
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
差
出
人
・
受
取
人
の
部
分
の
み
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
道
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田

伝
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
郎
兵
衛

赤
塚
村

庄
屋

年
寄
衆

　
　
　
参

　
中
道
村
と
赤
塚
村
の
分
水
に
つ
い
て
、
新
規
に
分
配
比
率
を
決
め
た
も
の
で
は
な

い
。
「
従
先
規
如
此
分
水
来
事
実
正
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
慣
行
を
百
姓

自
身
の
立
場
で
改
め
て
再
確
認
し
た
の
が
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
の
取
り
交
わ
せ

証
文
だ

っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
次
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
赤
塚
の
ウ
エ
ノ
ダ
ン

内
部
の
水
利
秩
序
で
あ
っ
た
。
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
を
作
成
し
た
翌
年
の
寛
文
十

一
年

（
一
六
七
一
）
に
次
の
よ
う
な
証
文
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
の

は
、
東
に
属
す
る
山
田
家
に
西
側
の
証
文
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く

こ
れ
と
同
文
の
も
の
が
東
側
か
ら
差
出
さ
れ
て
、
西
側
に
残
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
。
以
下
の
文
面
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
仕
手
形
之
事

　
　
一
今
度
水
お
ち
分
水
二
付
出
入
仕
、
東
家
太
兵
衛
殿
迄
罷
出
御
断
申
上
6
上
、

　
　
東
田
町
弐
町
六
反
二
分
切
り
八
寸
、
西
壱
町
六
反
二
分
切
リ
五
寸
二
相
究
、
立

　
　
合
、
戸
ふ
せ
申
6
、
此
上
ハ
互
二
違
乱
有
間
敷
6
、
然
上
ハ
水
入
用
御
座
6
共
、

　
　
戸
分
ケ

之
水
、
西
東
互
二
両
方
共
少
も
い
ろ
い
、
水
は
つ
志
申
間
敷
δ
、
若
少

　
　
成
共
戸
分
ケ
之
内
ノ
水
は
つ
し
申
6
ハ
・
、
如
何
様
共
御
吟
味
可
被
成
δ
、
其

　
　
時
い
ち
言
も
違
乱
申
間
敷
6
、
伍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
右
衛
門
○

　
　
　
　
寛
文
十
一
辛
亥
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
右
衛
門
〇

　
　
　
　
　
　
六
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
左
衛
門
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
兵
衛
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
左
衛
門
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
兵
衛

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
郎
兵
衛
○
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東
弐
町
六
反

ノ
田
人
中

参
（1
1
）

甚
兵
衛

市
　
介

与
兵
衛

九
兵
衛

○○○○

　

こ
の
証
文
に
よ
れ
ば
、
東
西
の
田
人
中
の
間
で
分
水
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
、
大

庄
屋

ま
で
出
訴
し
て
争
っ
た
結
果
と
し
て
、
協
定
が
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ウ
エ
ノ

ダ
ン

は
一
つ
の
水
利
秩
序
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
な
お
東
西
の
区
分
に
よ
る
組
織
運

営
を
行
な
い
、
バ
ン
ミ
ズ
の
際
に
も
各
家
へ
の
時
間
配
分
が
東
西
で
異
な
る
独
自
性

を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
近
世
前
期
の
対
立
が
根
に
あ
る
も
の
と
推
測

で

き
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
水
お
ち
分
水
」
が
ど
こ
の
こ
と
か
は
明
ら
か
に
で
き
な

い

が
、
ア
ラ
イ
ト
か
ら
谷
に
沿
っ
て
流
し
て
き
た
水
を
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
田
が
見
え

る
所
で
東
西
二
つ
に
分
水
し
て
い
る
バ
カ
ノ
ヲ
ノ
ト
ワ
ケ
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
。

バ

カ
ノ
ヲ
ノ
ト
ワ
ケ
は
、
そ
の
分
水
の
幅
を
固
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
幅
は
現
在
で

も
東
側
の
方
が
大
き
い
。

　
番
水
制
が
近
世
以
来
の
水
の
配
分
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
赤

塚
上

田
登
四
郎
家
文
書
に
「
た
く
み
井
出
掛
番
水
反
別
刻
限
附
」
と
「
榊
谷
筋
東
溝
」

と
い
う
表
題
の
番
水
割
り
が
表
裏
に
書
か
れ
た
覚
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
年
欠
で
は
あ

る
が
、
文
字
、
用
語
な
ど
か
ら
近
世
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

た
く
み
井
出
で
は
一
日
を
朝
昼
ま
で
と
晩
夜
朝
ま
で
に
二
区
分
し
、
四
日
間
で
水
掛

か

り
の
田
全
部
に
水
を
入
れ
る
仕
組
を
作
り
、
榊
谷
川
筋
の
東
溝
の
番
水
に
つ
い
て

は
三
日
間
で
全
部
に
回
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
タ
ノ
ダ
ン
の
水
利
も

ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
利
も
い
ず
れ
も
番
水
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

四
　
近
世
的
村
落
秩
序
の
完
成
と
水
利

日
　
バ
ン
ド
ウ
制
の
歴
史
性

　
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
利
組
織
で
あ
る
上
溝
水
利
組
合
で
は
、
特
定
の
家
々
が
固
定
的

に

バ
ン

ド
ウ
を
独
占
し
て
い
る
。
今
日
の
八
軒
の
バ
ン
ド
ウ
が
必
ず
し
も
古
く
か
ら

の

家
々

で

あ
る
と
は
言
え
な
い
。
近
世
以
来
の
家
が
バ
ン
ド
ウ
を
独
占
し
て
い
る
と

い

う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
問
題
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
組
織
化
の
様

式
で

あ
る
。
水
が
か
り
に
田
を
持
つ
者
が
交
替
で
と
か
、
あ
る
い
は
選
挙
で
と
か
い

う
方
式
で
管
理
・
運
営
に
当
る
の
で
は
な
く
、
親
子
が
連
続
し
て
バ
ン
ド
ウ
に
な
り
、

世
襲
的

な
様
相
を
示
し
て
い
る
継
承
の
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
世
成
立
期
以
来
の

方
式
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
。
先
に
紹
介
し
た
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
に
連
署

し
た
赤
塚
村
の
六
名
は
、
庄
屋
、
年
寄
等
の
肩
書
き
を
付
け
て
い
な
い
。
中
道
村
の

村
況

を
記
し
た
文
化
十
年
（
一
八
＝
二
）
の
「
風
土
記
」
と
題
す
る
帳
面
で
は
「
中

道
村
赤
塚
村
と
の
境
谷
之
出
水
分
水
戸
切
有
之
尤
往
古
右
両
村
取
替
之
証
文
有
之
写

左
之
通
」
と
し
て
、
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
の
連
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
た
名
前
は
省
略
し
て
「
赤
塚
村
田
人
中
連
名
印
」
と
し
て
い
る
。
寛
文
年
間
に
赤

塚
の

ウ
エ
ノ
ダ
ン
に
屋
敷
を
構
え
、
ウ
エ
ノ
ダ
ン
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
た
の
は
わ

ず
か
六
名
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
田
人
全
員
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
六
名
の
者
は
榊
谷
川
か
ら
の
用
水
を
管
理
す
る
バ
ン
ド
ウ
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
現
在
の
バ
ン
ド
ウ
は
八
名
で
あ
り
、
そ
の
数
か
ら
判
断
し
て
も
対
応
し
て
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い

る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
は
中
道
の
土
居
の
特
権
を
明
記
し
な
が
ら
、

赤
塚
に

つ
い
て

は
何
も
記
載
が
な
い
。
そ
れ
に
対
応
す
る
赤
塚
の
土
居
が
存
在
し
な

く
な
っ
て
久
し
い
た
め
に
、
赤
塚
に
つ
い
て
は
土
居
に
関
連
す
る
よ
う
な
記
載
が
な

い

も
の
と
判
断
し
た
い
。
赤
塚
村
は
土
居
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
さ
れ
た
百
姓

の
村
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
土
居
を
頂
点
と
す
る
家
々
の
階
層
構
造
は
、

頂
点

を
消
失
し
た
だ
け
で
、
そ
の
後
も
存
続
し
た
。
バ
ン
ド
ウ
制
も
そ
の
一
つ
だ
と

推
測
す

る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
の
が
堂
座
講
で
あ
る
。
頂
点

を
な
く
し
た
残
り
の
百
姓
た
ち
は
堂
座
講
を
継
続
し
、
そ
の
中
世
以
来
の
権
威
を
近

世
村
落
秩
序
の

中
で
も
保
持
し
、
示
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
、
正
月

の

予
祝
儀
礼
と
し
て
、
一
般
の
家
々
に
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
べ

く
編
成
さ
れ
て
い
た
。

口
　
予
祝
儀
礼
の
堂
座
講

　
ド
ウ
ザ
コ
ウ
（
堂
座
講
）
は
現
在
六
軒
で
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
一
八
軒
だ
っ

た

と
言
う
。
現
在
の
堂
座
講
の
参
加
者
は
山
田
善
花
、
上
田
登
四
郎
、
田
中
昭
男
、

田

中
千
代
恵
（
現
在
不
在
）
、
椿
山
耕
作
（
現
在
不
在
）
、
吉
岡
敏
文
の
六
軒
で
あ
る

が
、
不
在
に
な
っ
て
い
る
家
が
二
軒
あ
る
の
で
実
際
に
出
席
し
て
い
る
の
は
四
人
で

あ
る
。
現
時
点
で
は
六
軒
の
家
は
世
襲
的
に
堂
座
講
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

六
軒
の
う
ち
四
軒
は
ウ
エ
ノ
ダ
ン
に
屋
敷
が
あ
り
、
二
軒
は
シ
タ
ノ
ダ
ン
に
住
む
。

そ
の
シ
タ
ノ
ダ
ン
に
居
住
す
る
二
軒
の
う
ち
の
一
軒
が
田
中
千
代
恵
家
で
あ
る
が
、

こ
の
家
は
近
世
を
通
し
て
大
庄
屋
を
勤
め
、
ま
た
大
地
主
と
し
て
存
在
し
た
が
、
い

つ
か

ら
赤
塚
に
居
住
す
る
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
中
世
以
来
の
家
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
山
田
家
は
慶
長
年
間
の
文
書
を
多
数
所
有
し
、
近
世
前
期
に
は
庄
屋
な

ど
を
勤
め
た
家
で
あ
る
。
上
田
家
は
堂
座
講
に
関
す
る
文
書
は
じ
め
多
く
の
文
書
を

も
ち
、
も
と
は
小
林
姓
で
あ
っ
た
が
、
近
世
末
に
は
上
田
姓
を
名
乗
り
、
隅
田
組
地

士
に

な
り
、
中
世
以
来
の
上
田
氏
の
後
喬
で
あ
る
と
主
張
す
る
家
で
あ
る
。

　
堂
座
講
は
一
月
五
日
に
キ
ト
ウ
ハ
ジ
メ
（
祈
薦
初
め
）
あ
る
い
は
シ
ュ
シ
ョ
ウ
エ

（修
正
会
）
と
い
う
行
事
を
行
う
。
こ
れ
が
堂
座
講
の
最
大
の
行
事
で
、
赤
塚
の
寺

（東
光
寺
）
を
会
場
に
し
て
行
う
。
堂
座
講
の
家
が
一
年
交
代
で
当
番
と
な
っ
て
勤

め
る
。
恋
野
の
福
王
寺
の
イ
ン
ゲ
サ
ン
（
住
職
）
に
来
て
も
ら
っ
て
執
行
す
る
。
ゴ

ウ
ギ
（
牛
木
）
を
作
る
。
フ
シ
ノ
キ
を
用
い
、
平
年
は
長
さ
一
尺
二
寸
、
閏
年
は
一

尺
三
寸

で
、
中
を
割
り
、
印
判
を
押
し
た
半
紙
を
四
つ
に
折
っ
て
挟
む
。
各
家
は
こ

れ
を
貰
い
に
行
く
。
各
家
二
本
で
、
一
本
は
苗
代
、
一
本
は
柿
木
用
。
ゴ
ウ
ギ
は
、

家
へ
帰
る
と
、
挟
ん
で
あ
る
半
紙
を
巻
い
て
、
藁
で
結
ん
で
、
そ
れ
で
柿
木
を
叩
く
。

そ
の
と
き
に
「
ナ
ラ
ナ
キ
ロ
、
ナ
ラ
ナ
キ
ロ
、
モ
ト
カ
ラ
ス
エ
マ
デ
ナ
リ
マ
シ
ョ
ウ
、

ナ
リ
マ
シ
ョ
ウ
」
と
唱
え
る
。
こ
れ
は
一
般
に
言
う
成
木
責
め
で
あ
り
、
予
祝
儀
礼

の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
一
本
は
自
分
の
家
の
ノ
シ
ロ
（
苗
代
）
の
入
り
口
に
五

月
に
苗
代
に
種
を
撒
く
と
き
に
立
て
る
。
講
員
は
三
本
持
っ
て
帰
る
。
一
本
は
正
月

十
五
日
の
ア
ズ
キ
ガ
ユ
（
小
豆
粥
）
の
鍋
の
真
ん
中
に
立
て
る
。
苗
代
に
ゴ
ウ
ギ
を

立
て

る
こ
と
で
、
そ
の
年
の
稲
作
の
無
事
、
さ
ら
に
は
豊
作
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
各
地
の
修
正
会
や
行
い
行
事
で
行
わ
れ
て
い
る
予
祝
行
事
で
あ
る
。

赤
塚
の

堂
座
講
の
主
要
な
役
割
が
、
堂
座
講
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
家
々
の
農
耕
に

つ

い
て

も
、
そ
の
安
全
と
豊
作
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
点
で
　
田
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あ
る
。
家
格
秩
序
が
予
祝
儀
礼
を
通
し
て
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
堂
座
講
の

も
う
一
つ
の
大
き
な
行
事
は
八
月
五
日
に
行
う
セ
ガ
キ
（
施
餓
鬼
）
で

あ
る
。
や
は
り
東
光
寺
に
堂
座
講
の
講
員
が
集
ま
り
、
本
尊
の
阿
弥
陀
さ
ん
を
開
い

て
、
イ
ン
ゲ
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
読
経
を
し
て
も
ら
う
。
寺
の
施
餓
鬼
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
堂
座
講
の
み
で
執
行
し
て
き
た
。

　
現
行
の
赤
塚
の
堂
座
講
の
行
事
は
い
ず
れ
も
ご
く
小
規
模
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、

非
常
に
寂
し
い
も
の
で
あ
る
。
内
部
の
秩
序
も
不
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
座
席
も
特

に

固
定
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
し
、
年
齢
順
に
座
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
ま
た
赤

塚
の
他
の
家
々
が
見
物
し
た
り
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
わ
ず
か
四
人
の
出

席
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
過
去
に
遡
れ
ば
、
赤
塚
の

重
要

な
行
事
で
あ
り
、
一
定
の
家
々
の
格
式
を
示
す
も
の
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
堂
座
講
に
講
員
以
外
の
家
々
の
人
も
必
ず
出
か
け
て
、
ゴ
ウ
ギ
を
貰
っ
た
。
今

で
は

貰
い
に

行
く
人
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
堂
座
講
に
つ
い
て
は
比
較
的
多
く
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
い
く

つ

か
の

史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
「
赤
塚
村
堂
座
位
記
記
録
誼

（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

文
事
」
お
よ
び
「
当
村
根
元
家
由
緒
書
」
以
下
の
一
連
の
文
書
は
、
応
永
二
年
二

三
九

五
）
や
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
赤
塚
の

堂
座
講
の
来
歴
や
行
事
内
容
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る

の

は
榊
山
小
林
城
土
居
上
田
家
と
そ
の
家
臣
一
六
軒
の
計
一
七
軒
の
家
を
赤
塚
村
根

元
の

家
と
す
る
点
で
あ
り
、
こ
の
一
七
軒
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
の
が
堂
座
講

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
記
載
は
必
ず
し
も
中
世
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
は
言

え
な
い
。
堂
座
講
の
来
歴
や
行
事
次
第
を
記
し
た
箇
所
に
は
注
目
す
べ
き
内
容
を
含

ん

で
い

る
が
、
年
号
通
り
に
中
世
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
記
載
さ
れ
た
最
終
　
2
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

年
で
あ
る
元
禄
一
六
年
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
従
来
は

中
世
文
書
が
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
記
載
内
容
か
ら
中
世
の
堂
座
講
を
理

解

し
よ
う
と
し
て
き
た
し
、
ま
た
堂
座
講
の
成
立
を
中
世
に
求
め
よ
う
と
し
て
き
た

と
言
え
る
。
し
か
し
、
応
永
二
年
や
元
亀
二
年
の
文
書
を
写
し
た
に
し
て
は
近
世
的

な
用
語
と
文
体
が
あ
ま
り
に
色
濃
く
出
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
巻

子
仕
立
に

な
っ
て
い
る
一
連
の
文
書
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
か
ら
判
断
し
て
近

世
も
あ
る
程
度
新
し
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。

近
世
に

作
成
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

　
堂
座
講
に

関
す
る
文
書
と
し
て
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
、
正
徳
二
年
（
一
七

一
二
）
の
二
年
分
と
年
欠
の
そ
れ
ぞ
れ
の
花
餅
枚
数
等
を
書
き
上
げ
た
帳
面
（
表
題

　
　
　
（
1
5
）

欠
）
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
断
続
的
な
が
ら
各
種
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
堂
座
講
が
近
世
前
期
に
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
断

言
で
き
る
。
寛
文
二
年
の
堂
座
講
の
メ
ン
バ
ー
は
一
二
人
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
二
年

に

は
す
で
に
九
名
に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
間
に
名
前
の
連
続
性
が
ほ
と
ん

　
（
1
6
）

ど
な
い
。
も
ち
ろ
ん
近
隣
の
他
の
ム
ラ
の
堂
座
講
が
中
世
文
書
の
存
在
に
よ
っ
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

世
成
立
を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
赤
塚
の
堂
座
講
も
中
世
成
立
と
推
測
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
し
、
「
赤
塚
村
堂
座
位
記
記
録
誰
文
事
」
に
「
諸
頭
之
家
」
と
出
て
く
る
よ

う
に
、
中
世
に
系
譜
を
引
く
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
中
世
成
立
は
推

測
で

き
る
。
そ
し
て
、
諸
頭
・
諸
人
の
用
語
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

（1
8
）

う
に
、
本
来
は
村
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
諸
頭
、
諸
人
な
ど
と
変
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
諸
頭
は
出
発
に
お
い
て
は
特
権
的
な
存
在
と
す
る
よ
り
は
、
赤
塚
村
の
構
成



紀ノ川左岸における水利と村落

員
と
し
て
の
村
人
を
指
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
家
数
の
増
加
を
伴
う

近
世
的

な
秩
序
の
形
成
過
程
で
、
特
権
的
な
存
在
と
し
て
自
己
を
主
張
し
た
の
が
諸

頭
で
あ
り
、
そ
れ
は
水
利
組
織
の
番
頭
に
も
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
　
近
世
的
水
利
秩
序
の
完
成

　
上
位
段
丘
で
あ
る
ウ
エ
ノ
ダ
ン
を
灌
瀧
す
る
水
利
組
織
も
、
近
世
的
な
村
落
の
あ

り
方
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
一
〇
年
の
中
道
村
と
赤
塚
村
の
協
定
、
さ
ら
に
翌

年
締
結
さ
れ
た
そ
の
内
部
に
お
け
る
東
西
の
田
人
間
に
お
け
る
協
定
を
通
し
て
実
現

さ
れ
る
水
利
秩
序
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
百
姓
た
ち
の
協
定
に
よ
っ
て
水
利
秩
序
が

維
持

さ
れ
る
の
は
近
世
的
な
体
制
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
近
世
的
な
秩
序

の

中
に
中
世
以
来
の
百
姓
が
新
し
い
家
々
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
特
権
を
再
編
成
し

つ
つ
維
持

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
特
定
の
家
が
世
襲
的
に
掌
握
す
る
バ
ン
ド
ウ

制
で
あ
り
、
ま
た
予
祝
儀
礼
に
家
格
秩
序
を
顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
堂
座
講
で
あ

る
。
「
榊
谷
両
村
分
水
之
事
」
の
締
結
が
寛
文
一
〇
年
で
あ
り
、
堂
座
講
の
メ
ン
バ
ー

を
記
載
し
た
確
実
な
文
書
が
成
立
し
た
の
も
寛
文
年
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
寛

文
年
間
と
い
う
一
七
世
紀
後
半
に
水
利
と
祭
祀
の
二
つ
に
お
い
て
、
中
世
以
来
の
百

姓
の

特
権
化
を
伴
い
つ
つ
近
世
的
な
秩
序
は
確
定
し
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
下
位
段
丘
の
シ
タ
ノ
ダ
ン
を
灌
瀧
す
る
中
下
溝
用
水
組
合
の
バ

ン

ド
ウ
は
家
と
し
て
固
定
し
て
い
な
い
。
一
年
交
替
で
勤
め
て
い
る
。
下
位
の
段
丘

面
の

水
田

開
発
は
新
し
い
こ
と
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
し
い
水
田
を
灌

慨
す
る
水
利
組
織
で
は
、
同
じ
名
称
の
バ
ン
ド
ウ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
は
異

な
り
、
水
が
か
り
の
田
を
耕
作
し
て
い
る
家
々
の
交
替
制
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
下
溝
水
利
組
合
の
運
営
方
式
こ
そ
が
赤
塚
の

近
世
的
な
村
落
秩
序
の
完
成
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
以
降
、
赤
塚
村
を
は
じ

め
こ
の
地
域
の
生
産
と
生
活
の
中
心
は
下
位
段
丘
に
し
だ
い
に
移
っ
て
い
っ
た
。
し

か

し
、
そ
の
下
位
段
丘
の
赤
塚
領
分
の
も
っ
と
も
下
流
部
に
巨
大
な
屋
敷
を
構
え
る

田

中
家
の
登
場
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
村
落
が
対
等
平
等
の
社
会
で
は
な
く
、
近
世

的
な
百
姓
の
ム
ラ
と
し
て
自
立
し
、
完
成
す
る
と
す
ぐ
に
新
た
な
分
解
と
分
化
が
進

行
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
タ
ニ
サ
イ
メ
ン
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
小
規
模
な
範
囲
が
、
近
世
成
立
期
の
「
村

切
」
に
よ
っ
て
支
配
単
位
と
し
て
の
村
に
認
定
さ
れ
た
の
は
、
土
居
連
合
に
よ
っ
て

掌
握

さ
れ
て
い
た
よ
り
広
域
的
な
中
世
的
な
水
利
秩
序
が
解
体
し
、
タ
ニ
サ
イ
メ
ン

で
区
画
さ
れ
た
内
部
に
完
結
す
る
百
姓
の
管
理
す
る
水
利
体
系
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

が
基
礎
に

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
赤
塚
は
そ
の
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
赤
塚
の
場
合
、

寛
文
一
〇
年
に
改
め
て
隣
村
の
中
道
村
と
榊
谷
川
の
水
の
配
分
に
つ
い
て
協
定
を
結

ん

で
い

る
よ
う
に
、
隣
村
の
間
の
協
定
に
よ
っ
て
、
水
利
秩
序
は
安
定
し
た
の
で
あ

り
、
そ
の
内
部
で
は
水
不
足
に
際
し
て
番
水
制
が
採
用
さ
れ
、
各
家
の
水
田
に
等
し

く
水
が
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
仕
組
が
完
成
し
た
。
そ
れ
が
近
世
で
あ
っ
た
。

τ？言写丁註
）　 ）　 ）　 ）　 ）

「

堀
江
家
文
書
」
『
橋
本
市
史
』
中
巻
（
一
九
七
四
年
）
七
六
三
～
七
六
四
頁
。

「
土
屋
家
文
書
」
『
橋
本
市
史
」
中
巻
（
一
九
七
四
年
）
八
〇
六
～
八
〇
七
頁
。

『紀
伊
続
風
土
記
』
第
二
輯
（
一
九
一
〇
年
）
九
四
～
一
七
八
頁
参
照
。

赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。

こ
こ
で
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
居
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
明
確
な
伝
承
は
な
い
が
、

223
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各
種
の
記
述
に
お
い
て
赤
塚
の
土
居
の
主
人
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
上
田
氏
で
あ
る
。
『
紀

　
　
伊
続
風
土
記
』
は
赤
塚
村
の
項
で
「
村
中
に
土
居
跡
あ
り
上
田
氏
の
下
屋
敷
な
ら
ん
」
（
第
一

　
　
輯
九
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
上
田
氏
は
中
道
の
上
田
氏
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
赤

　
　
塚
に
も
上
田
氏
は
あ
り
、
そ
の
中
心
的
な
家
は
近
世
末
に
は
地
士
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
赤
塚
の
上
田
氏
は
堂
座
講
関
係
の
文
書
に
「
榊
谷
小
林
城
」
と
い
う
肩
書
き
を
付
し
て
登

　
　
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
家
は
近
世
を
通
し
て
小
林
氏
を
名
乗
っ
て
お
り
、
安
政
三
年
の
堂
座

　
　
講
座
定
書
に
は
「
榊
山
小
林
城
上
田
定
国
商
孫
小
林
浅
右
衛
門
嫡
子
萬
三
郎
榊
山
由
緒
ヲ
以
、

　
　
安
政
三
酉
歳
苗
字
上
田
改
替
」
と
い
う
注
記
を
付
け
て
上
田
萬
三
郎
を
記
し
て
い
る
。
上
田
氏

　
　
に
な
っ
た
の
は
幕
末
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
記
載
に
は
特
別
な
肩
書
き
も
な
く
小
林
浅
右
衛

　
　
門
と
の
み
登
場
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
家
を
中
世
以
来
の
系
譜
を
引
く
上
田
氏
と
し

　
　
て
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
家
が
近
世
成
立
期
以
来
の
古
い
家
で
あ
る

　
　
こ
と
は
、
各
種
の
文
書
に
記
載
さ
れ
る
名
前
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
堂
座
講
で

　
　
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
。

（
6
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。

（
7
）
　
こ
の
場
所
に
土
居
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
の
は
、
「
天
正
一
九
年
辛
卯
三
月
三

　
　
日
」
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
「
赤
塚
村
内
道
筋
絵
図
面
家
敷
絵
図
面
井
鎮
主
絵
図
面
共
」
と

　
　
題
す

る
村
絵
図
（
赤
塚
上
田
登
三
郎
家
文
書
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
赤
塚
内
の
道
を
描
き
、
神
社

　
　
や
小
祠
を
描
き
込
み
、
さ
ら
に
家
々
を
描
い
て
、
そ
こ
に
苗
字
と
名
前
を
記
入
し
て
い
る
。
そ

　
　
の
な
か
の
ち
ょ
う
ど
現
在
の
字
土
居
に
あ
た
る
所
に
正
方
形
に
囲
ん
で
「
土
居
」
と
し
て
い

　
　
る
。
そ
し
て
「
上
田
三
郎
橘
頼
久
家
敷
跡
、
赤
塚
上
田
口
右
衛
門
橘
正
頼
所
持
ス
」
と
記
し
て

　
　
い
る
。
そ
の
文
字
や
用
語
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
が
天
正
一
九
年
二
五
九
二
作
成
の
絵
図

　
　
で
な
く
、
近
世
も
相
当
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
土
居
に
つ
い

　
　
て
の
注
目
す
べ
き
記
載
例
で
あ
る
。

（
8
）
　
中
道
上
田
正
博
家
文
書
。

（
9
）
　
赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

（
1
0
）
　
赤
塚
山
田
善
花
家
文
書
。

（
1
1
）
　
田
人
あ
る
い
は
田
人
中
と
い
う
表
現
は
し
ば
し
ば
文
書
に
登
場
す
る
。
用
水
の
水
が
か
り

　
　
の
水
田
所
持
の
者
を
田
人
と
記
載
す
る
こ
と
は
近
世
の
赤
塚
の
文
書
で
は
一
般
的
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
現
在
で
は
こ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
中
道
上
田
実
家
文
書
。

（
1
3
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
な
お
、
中
田
法
壽
編
『
高
野
山
文
書
』
第
十
巻
、
四
三
六
～
四

　
　
四
九
頁
お
よ
び
『
橋
本
市
史
』
下
巻
、
七
四
三
～
七
四
八
頁
に
も
収
録
。

（
1
4
）
　
赤
塚
上
田
登
四
郎
家
文
書
。
『
橋
本
市
史
』
中
巻
、
五
一
〇
～
五
一
一
頁
に
も
収
録
さ
れ
て

　
　
い
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
と
「
赤
塚
村
堂
座
位
記
記
録
謹
文
事
」
と
は
基
本
的
に
同
一
の
内
容
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あ
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。
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Irrigation　System　and　Villages　on　the　Left　Bank　of　the　Kinokawa　River

FUKUTA　Azio

　　The　area　known　as　the　Suda　estate（Suda－no－sh6）in　the　medieval　period　turned

into　small　villages　as　administrative　units　in　the　early－modern　period．　The　hamlets

of　the　R）rmer　Suda　estate　area　still　carried　some　meaning　when　shrine飴stivals　were

held，　and　as　the　nuclei　of　fbllowers　of　the　same　deity　enshrined　at　Suda　Hachiman，

but　this　relationship　lost　its　significance　in　terms　of　the　governing　structure．　This

probably　reflects　not　simply　the　transfbrmation　ofthe　old　hamlets　into　administrative

units　but　their　actual　fbatures　as　welL　This　paper　looks　at　the　fεatures　of　village

development　f亡om　the　medieval　to　early－modern　periods　in　the　context　of　irrigation－

related　fblkways．

　　There　were　two　terraces，　upper　and　lower，　on　both　banks　of　the　Kinokawa　river．

Many　small　streams　nowing　into　the　Kinokawa　river　ran　parallel　at　relatively　equal

intervals，　their　hollows　cutting　through　the　terraces．　A　typical　village　of　the　area　lay

in　the　upper　and　lower　terraces　bordered　by　these　hollows　on　the　east　and　the　west，

the　mountains　to　the　south　and　the　Kinokawa　river　to　the　north．　The　village　of

Akatsuka　in　Hashimoto　was　such　a　village，　which　grew　mainly　rice　in　paddies

cultivated　on　the　terraces．

　　Akatsuka’s　irrigation　system　can　be　roughly　divided　into　two：the　middle　and　lower

channels　on　the　one　hand　and　the　top　channel　and　an　irrigation　pond（locally　called

the‘‘Village　Pond”）on　the　other．　The　Lower　Terrace　closest　to　the　Kinokawa　river

was　irrigated　by　the丘）rmer　while　the　Upper　Terrace　by　the　latter．　The　clear

distinction　between　the　two　irrigated　areas　may　well　be　understood　to　indicate　that　the

irrigation　system　developed　in　line　with　the　history　of　the　field　development．　Judging

仕om　various　documents，　we　know　definitely　that　the　Upper　Terrace　was　developed

earlier　than　the　Lower　Terrace．　This　means　that　the　top　irrigation　channel　is　older

than　the　middle　and　lower　cha皿els．　Closely　conn㏄ted　to　this　is　the　management　of

the　irrigation　organizations．　The　middle　and　lower　irrigation　channels　were　managed

by　turns　among　farmers　on　one－year　shifts，　whereas　the　top　channel　and　the“Village

Pond”were　maintained　and　supervised　under　a　fixed力α〃46　system．

　　The　irrigation　organization　in　charge　of　supplying　water　to　the　Upper　Terrace　was

determined　by　the　early－modern　village　order．　In　the　latter　half　of　the　seventeenth

century，　the　early．・modern　order　was　established　in　both　the　realms　of　irrigation　and

religious　ritual，　with　the　privileges　involved　enjoyed　by　certain白rmers　as　in　medieval

times．　By　contrast，　the　organization　that　irrigated　new　paddies　on　the　Lower　Terrace

was　sustained　by　taking　turns　among　f這rming　households．　The　management　R）rmula

adopted辰）r　the　middle　and　lower　channels　testifies　to　the　completion　of　Akatsuka’s

early－modern　village　ordeL

　　That　each　small　area　demarcated　by　small　rivers　was　designated　as　an　administra－

tive　village　during　the　R）rmative　phase　of　the　early－modern　period　was　fbunded　on　the

collapse　of　the　medieval　irrigation　order　that　covered　a　much　wider　area　and　the

225



emergence　of　a　sel仁contained　irrigation　system　run　by　farming　households．　Akatsuka

is　one　example．
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