
本
稿
は
埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
の
イ
ッ
ケ
と
呼
ば
れ
る
親
族
関
係
を
、
現
在
の
民
俗
と
と
も
に
歴
史
史
料
を
用
い
て
分
析
し
理
解
す
る
試
み
で
あ

る
。
イ
ッ
ヶ
は
埼
玉
県
内
に
限
ら
ず
関
東
地
方
に
広
く
認
め
ら
れ
る
。
管
見
の
範
囲
で
は
イ
ッ
ケ
を
扱
っ
た
ま
と
ま
っ
た
論
は
な
い
も
の
の
、

市
町
村
史
に
多
く
の
報
告
が
記
さ
れ
て
い
る
。
和
光
市
史
に
示
さ
れ
た
中
込
睦
子
に
よ
る
イ
ッ
ケ
の
分
析
は
も
っ
と
も
精
繊
な
成
果
で
あ
る
と

い
え
る
。
中
込
は
和
光
市
域
の
聞
き
書
き
資
料
を
元
に
、
イ
ッ
ケ
を
「
認
識
さ
れ
る
限
り
で
同
じ
本
家
か
ら
分
か
れ
て
い
っ
た
分
家
、
孫
分
家

の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
し
た
［
中
込
一
九
八
三
九
五
～
九
六
］
。
そ
し
て
現
在
の
イ
ッ
ケ
の
事
例
を
、
系
譜
関
係
の
相
互
認
知
が

あ
り
強
固
な
集
団
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
お
よ
び
系
譜
関
係
の
相
互
認
知
や
そ
の
交
際
範
囲
に
ず
れ
城
あ
り
な
が
ら
多
く
の
家
々
を
含
む
も
の

の
二
つ
に
分
類
し
た
。
さ
ら
に
後
者
と
前
者
の
タ
イ
プ
と
の
関
係
を
、
後
者
が
前
者
を
内
部
に
含
ん
で
い
た
も
の
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に

個
々
の
本
分
家
関
係
を
中
心
と
し
て
前
者
の
範
囲
が
拡
散
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
理
解
し
た
［
同
書
二
一
～
二
七
］
。

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
研
究
や
報
告
で
は
中
込
の
分
析
に
限
ら
ず
、
現
在
の
聞
き
書
き
資
料
を
元
に
、
イ
ッ
ケ
を
本
分
家
の
系
譜
関
係
と
関
連

論
説関

東
地
方
に
お
け
る
土
地
分
割
と
親
族
関
係

一
問
題
の
所
在

ｌ
埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
の
イ
ッ
ヶ
に
つ
い
て

キ
ー
ワ
ー
ド
恥
関
東
地
方
近
世
前
期
土
地
分
割
同
族
イ
ッ
ケ

小

野
博
史

－66－



こ
の
点
を
考
え
る
上
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
分
家
関
係
お
よ
び
同
族
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
族
の
研
究
は
有
賀

喜
左
衛
門
と
喜
多
野
清
一
に
よ
る
議
論
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
有
賀
は
同
族
関
係
の
本
質
を
本
分
家
間
の
主

従
的
身
分
関
係
に
あ
る
と
し
た
［
有
賀
一
九
七
一
三
八
］
。
他
方
、
喜
多
野
は
本
分
家
間
の
系
譜
関
係
が
本
質
で
あ
る
と
し
［
喜
多
野
一

九
五
一
一
七
六
～
一
七
七
］
、
こ
れ
が
議
論
の
対
立
点
と
な
っ
た
。
し
か
し
長
谷
川
善
計
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
議
論
で
は
と
も
に
同

族
の
構
成
単
位
は
一
子
相
続
や
長
子
単
独
相
続
の
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
［
長
谷
川
一
九
八
二
三
一
］
、
家
の
分
割
が
上
下
・
主
従
の

関
係
で
あ
る
本
分
家
関
係
を
生
み
出
す
も
の
と
す
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
喜
多
野
は
同
族
の
単
位
た
る
家
を
、
「
普
遍
的
」
な
単

位
で
あ
る
「
小
家
族
」
を
含
み
な
が
ら
も
、
家
父
長
制
的
な
権
威
と
権
力
を
も
つ
家
長
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
も
の
と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、

分
家
は
「
本
家
家
長
権
の
分
割
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
本
家
家
長
権
に
下
属
す
る
も
の
」
と
し
た
［
喜
多
野
前
掲
書
一
八
○
～
一
八
一
］
。

本
分
家
の
系
譜
関
係
お
よ
び
同
族
と
い
う
術
語
は
、
一
子
相
続
や
長
子
単
独
相
続
の
家
の
存
在
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
家
の
分
割

（
ｌ
）

は
上
下
・
主
従
の
本
分
家
関
係
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
意
味
内
容
を
も
含
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
家
と
同
族
理
解
を
現
在
の
民
俗
に
当
て
は
め
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。
第
一
に
は
同
族

を
構
成
す
る
単
位
で
あ
る
家
を
、
一
子
相
続
も
し
く
は
長
子
相
続
に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
歴

史
学
で
は
近
世
前
期
の
農
民
に
あ
っ
て
は
分
割
相
続
に
伴
う
土
地
分
割
が
広
く
認
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
土
地
分
割
に
よ
っ
て
創
設
さ

（
ソ
】
）

れ
た
家
同
士
は
、
経
営
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
関
係
は
上
下
・
主
従
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
姓
を
同
じ
く
す
る
家
々
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
過
程
の
検
討
を
行
う
こ
と
な
く
、
単
に
上
下
・
主
従
の
意
味
内
容
を
持
つ
同
族
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

さ
せ
て
理
解
さ
せ
た
も
の
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
中
込
が
示
し
た
イ
ッ
ケ
理
解
同
様
、
本
分
家
の
系
譜
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
集
団
と
い
う
理

解
の
中
に
、
時
間
経
過
を
含
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
現
在
の
聞
き
書
き
資
料
の
み
か
ら
、
歴
史
的
経
過
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
聞
き
書
き
調
査
を
基
礎
と
し
て
本
分
家
関
係
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に

は
少
な
か
ら
ず
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
分
家
の
系
譜
や
同
族
と
い
う
術
語
は
、
一
子
相
続
や
長
子
単
独
相
続
の
家
を
前
提
と
し
た
概
念
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
性
格
の
家
の
分
割
に
よ
り
、
上
下
・
主
従
の
本
分
家
の
系
譜
を
と
も
な
っ
て
成
立
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
で
触
れ
る

関
東
の
イ
ッ
ケ
は
こ
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
持
つ
本
分
家
の
系
譜
や
同
族
の
概
念
に
即
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
一
方
、
近
年
の
研
究
の
成
果
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
世
前
期
に
は
家
の
相
続
・
継
承
の
形
態
と
し
て
は
分
割
相
続
が
広
く
認
め

第
二
に
分
割
相
続
を
経
た
家
同
士
に
本
分
家
と
い
う
系
譜
認
識
が
見
ら
れ
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
近
世
前
期
の
農
民
の
相
続
を
検
討
し

た
従
来
の
研
究
で
は
、
分
割
さ
れ
た
家
同
士
に
本
分
家
の
認
識
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
近
世
前
期
の
分
割
相
続
を
経
た

（
３
）

家
同
士
に
も
本
分
家
の
区
別
は
明
確
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
近
年
福
田
ア
ジ
オ
や
森
謙
二
に
よ
る
関
東
地
方
の

（
４
）

族
制
を
対
象
と
し
た
分
析
で
は
、
近
世
前
期
の
家
の
分
割
が
、
む
し
ろ
系
譜
関
係
を
不
明
確
に
し
た
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
研
究
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
土
地
分
割
の
具
体
的
な
姿
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
同
姓
の
家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
親
族
関
係
を
、

単
に
同
族
お
よ
び
本
分
家
の
系
譜
関
係
と
い
う
術
語
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
民
俗
学
に
お
い
て
も
、
分
割
相
続
と

の
関
連
に
お
い
て
族
制
を
検
討
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
る
。
平
山
和
彦
は
均
分
相
続
の
習
慣
の
あ
る
地
域
に
お
い
て
本
分
家
関
係
を
見
い
だ

（
５
）

せ
ぬ
事
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
同
族
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
［
平
山
一
九
七
六
一
○
五
～
一
○
七
］
。
ま
た
福
田
は
南

関
東
の
ジ
ミ
ョ
ウ
お
よ
び
地
親
類
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
、
近
世
前
期
に
お
け
る
土
地
の
均
等
分
割
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
、
均
等

（
６
）

分
割
の
結
果
と
し
て
ジ
ミ
ョ
ウ
・
地
親
類
が
、
同
族
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
登
場
し
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

近
年
で
は
上
野
和
男
が
同
族
に
対
し
て
同
類
の
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。
上
野
は
同
族
を
「
本
家
分
家
関
係
が
明
確
で
、
し
か
も
本
家
分
家
間

の
上
下
関
係
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
祖
先
中
心
的
親
族
組
織
」
と
し
、
対
し
て
同
類
を
「
祖
先
を
共
通
に
し
な
が
ら
も
、
本
家
分
家
関
係
が
不

明
確
で
、
か
つ
対
等
的
な
関
係
を
特
質
と
す
る
祖
先
中
心
的
親
族
組
織
」
と
す
る
［
上
野
一
九
九
七
九
九
］
。
そ
し
て
そ
の
双
方
の
違
い
の

要
因
と
し
て
、
財
産
の
分
割
の
割
合
に
注
目
し
、
同
族
に
お
い
て
は
「
従
属
的
分
家
」
が
、
同
類
に
お
い
て
は
「
対
等
的
分
家
」
と
し
て
創
設

さ
れ
る
と
す
る
［
同
書
一
○
三
］
。
し
か
し
、
多
く
の
研
究
・
報
告
は
本
分
家
関
係
も
し
く
は
同
族
と
い
う
分
析
概
念
を
通
し
て
位
置
づ
け
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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（
８
）

な
お
当
地
で
は
、
異
姓
の
婚
姻
を
契
機
と
し
た
血
縁
関
係
に
あ
る
家
も
含
め
て
、
イ
ッ
ヶ
で
あ
る
と
す
る
説
明
も
聞
か
れ
る
。
イ
ッ
ケ
を
同

姓
に
限
る
か
異
姓
を
含
め
る
か
は
、
話
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
同
一
の
話
者
で
も
双
方
の
説
明
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
た
だ
し
イ
ッ
ケ
を
同
姓
の
家
と
限
る
説
明
を
す
る
家
で
も
、
異
姓
の
家
と
も
「
イ
ッ
ケ
同
様
に
つ
き
合
う
」
と
さ
れ
、
実
際
の
交
際
の
あ

り
方
は
、
同
姓
の
家
々
に
特
に
異
な
る
交
際
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
地
の
イ
ッ
ケ
を
、
同
姓
の
家
々
の
集
団
と
し
て
把
握
す
る
こ

り
方
は
、
同
姓
の
一

ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
系
譜
関
係
も
、
不
明
確
な
も
の
や
上
下
・
主
従
の
本
分
家
の
系
譜
関
係
を
伴
わ
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
族
制
の
分
析
に
際
し
て
、
土
地
分
割
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
現
在
の
族
制
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
一
応
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
調
査
地
の
位
置
す
る
関
東
地
方
の
本
分
家
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
上
下
主
従
の
系
譜
関
係
を
伴
わ
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
蒲
生
正
男
は
全
国
的
な
村
落
の
類
型
化
を
試
み
た
論
考
に
お
い
て
関
東
地
方
の
族
制
に
つ
い
て
、
本
分
家
の
関
係
は
分
家
が
本
家
に
従
属

す
る
の
で
は
な
い
と
し
、
本
分
家
の
集
団
を
示
す
語
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
「
家
連
合
と
し
て
強
固
な
、
か
つ
封
鎖
的
な
も
の
で
は
な
い
」

と
指
摘
す
る
［
蒲
生
一
九
七
八
四
一
～
四
二
］
。
ま
た
本
稿
の
事
例
と
同
じ
く
埼
玉
県
内
の
富
士
見
市
の
報
告
に
は
、
同
一
の
イ
ッ
ケ
と
さ

れ
な
が
ら
そ
の
系
譜
関
係
が
不
明
確
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
［
景
山
一
九
九
一
六
八
］
。

本
稿
で
検
討
す
る
イ
ッ
ヶ
に
つ
い
て
は
、
当
地
で
は
本
分
家
の
関
係
で
つ
な
が
る
家
々
で
あ
る
と
の
説
明
が
聞
か
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
同
じ
イ
ッ
ヶ
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
本
分
家
が
明
確
で
な
い
も
の
が
多
い
。
イ
ッ
ヶ
の
交
際
は
冠
婚
葬
祭
に
お
け
る
互
助
に
限
ら
れ
て
お

り
、
関
係
は
対
等
な
も
の
で
あ
る
。
本
分
家
関
係
が
明
確
な
家
々
に
あ
っ
て
は
意
識
の
上
で
上
下
・
主
従
は
あ
る
も
の
の
、
経
済
的
に
依
存
す

る
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
蒲
生
が
示
し
た
関
東
地
方
の
村
落
に
お
け
る
族
制
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
本
稿
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
典
型
的
な

東
北
型
の
同
族
と
は
異
な
り
、
分
割
相
続
と
そ
れ
に
よ
る
上
下
・
主
従
の
本
分
家
の
系
譜
を
伴
わ
な
い
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
分
析
を
進
め
る

と
は
困
難
で
あ
る
。

（
寺
ｊ
）

べ
式
）
と
い
壷
え
る
。

し
か
し
本
稿
で
は
イ
ッ
ヶ
と
さ
れ
る
家
々
が
、
近
世
前
期
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
家
の
成
立
過
程
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
中
心
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埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
は
埼
玉
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
。
東
京
都
内
に
通
ず
る
東
武
東
上
線
、
関
越
自
動
車
道
が
市
内
を
通
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
近
年
の
発
展
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
。
市
域
の
人
口
は
、
昭
和
三
○
年
代
よ
り
急
激
な
増
加
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
時

期
に
団
地
、
宅
地
な
ど
の
大
口
の
転
入
者
受
け
入
れ
態
勢
が
整
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
以
降
開
発
が
進
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

た
だ
し
市
内
全
域
に
急
激
な
人
口
増
が
見
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
市
街
化
調
整
区
域
に
指
定
さ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
人
口
の
増
加
は
少
な

（
９
）

い
。
本
論
の
調
査
地
で
あ
る
三
シ
木
地
区
は
そ
の
う
ち
の
一
地
域
で
あ
る
。

近
世
前
期
の
三
シ
木
は
後
掲
す
る
検
地
帳
お
よ
び
名
寄
帳
か
ら
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
三
○
名
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
四
四
名
、

そ
し
て
元
禄
四
年
（
一
六
九
二
に
五
二
名
へ
名
請
人
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
戸
籍
で
は
四
九
戸
で
あ
る
か
ら
、

近
世
前
期
未
以
降
明
治
ま
で
、
家
数
は
ほ
ぼ
固
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
以
降
の
変
化
は
史
料
が
乏
し
く
、
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
三
五

に
見
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
記
述
の
対
象
は
同
姓
の
家
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
無
論
、
異
姓
の
家
を
含
め
た
意
味
内
容
に
即
し
て
、

イ
ッ
ヶ
を
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
述
べ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
史
料
を
用
い
て
近
世
前
期
の
土
地
分
割
の
あ
り
方
を
見
て
ゆ
く
。
そ
の
上
で
土
地
分
割
を
経
た
家
同
士
の
関
係
が
、
現
在

に
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か
を
見
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
現
在
同
じ
イ
ッ
ケ
と
さ
れ
る
家
々
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
創
設
さ
れ
て
き

た
の
か
を
示
し
、
イ
ッ
ケ
が
近
世
前
期
の
土
地
分
割
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
示
す
。
し
か
し
、
現
在
の
イ
ッ
ケ
に
は
明
治
以
降

に
分
家
と
し
て
創
設
さ
れ
た
家
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
明
治
以
降
に
創
設
さ
れ
た
家
々
と
イ
ッ
ケ
の
関
連
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
、

近
世
前
期
お
よ
び
明
治
以
降
の
土
地
分
割
の
あ
り
方
と
現
在
の
イ
ッ
ケ
と
の
関
連
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
近
世
前
期
の
土
地
分
割
と
現
在
の
社
会
関
係

（
｜
）
地
域
概
観
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年
（
一
九
六
○
）
に
六
五
戸
と
な
り
、
以
降
漸
増
し
て
平
成
二
年
（
一
九
九
○
）
に
は
二
三
戸
に
至
る
（
以
上
、
農
業
集
落
カ
ー
ド
に
よ
る
）
。

明
治
以
降
の
戸
数
増
加
は
農
家
分
家
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
近
年
は
転
入
家
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
た
だ
し
転
入
家
増
加
は
三
シ
木
の
小

区
画
に
宅
地
造
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
農
業
集
落
と
し
て
の
景
観
は
、
未
だ
保
た
れ
て
い
る
。

生
業
は
近
年
ま
で
農
業
を
主
と
し
て
き
た
。
た
だ
し
一
九
九
五
年
現
在
の
総
農
家
数
四
三
戸
の
内
、
専
業
農
家
は
六
軒
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん

ど
が
兼
業
農
家
で
あ
る
（
農
業
集
落
カ
ー
ド
に
よ
る
）
。
市
域
一
帯
は
台
地
上
に
位
置
し
、
畑
作
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
三
シ
木
は
市
域
で
は

比
較
的
水
田
の
多
い
地
域
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
畑
地
の
割
合
は
大
き
い
。

三
シ
木
は
近
世
村
と
同
一
の
範
囲
を
も
っ
て
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
自
治
会
と
し
て
は
三
シ
木
上
お
よ
び
三
シ
木
下
に
区
分
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
三
シ
木
の
村
組
の
区
分
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
村
組
は
上
組
・
下
組
と
呼
ば
れ
、
三
シ
木
地
区
を
東
西
に
二
分
し

た
各
々
の
範
囲
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。
近
世
史
料
に
は
村
組
の
範
囲
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
の
、
明
治
以
降
に
は
道
普
請
お
よ
び
用

（
川
）

水
整
備
の
労
働
力
を
、
村
組
毎
に
組
織
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
葬
儀
に
は
同
じ
村
組
か
ら
は
必
ず
参
列
す
る
。

イ
ッ
ヶ
の
交
際
が
行
わ
れ
る
冠
婚
葬
祭
に
お
い
て
は
、
村
組
以
上
に
近
隣
組
で
あ
る
組
合
が
互
助
組
織
と
し
て
機
能
し
た
。
組
合
は
近
世
の

五
人
組
に
由
来
す
る
と
聞
く
が
、
当
地
に
は
五
人
組
帳
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
認
し
得
な
い
。
な
お
二
十
年
ほ
ど
前
に
組

合
に
替
わ
り
、
七
戸
を
一
組
と
し
て
家
並
み
順
に
新
た
な
近
隣
組
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
班
と
呼
ば
れ
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
互
助
組
織
と
し

て
機
能
す
る
。
た
だ
し
組
合
の
交
際
も
平
行
し
て
行
わ
れ
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

冠
婚
葬
祭
等
の
互
助
に
お
い
て
、
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
イ
チ
ド
ナ
リ
と
呼
ば
れ
る
家
で
あ
る
。
イ
チ
ド
ナ
リ
は
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ
と

も
呼
ば
れ
、
二
軒
の
隣
家
と
イ
チ
ド
ナ
リ
の
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
二
軒
の
イ
チ
ド
ナ
リ
は
、
結
納
の
際
に
証
人
と
し
て
立
ち
会
う
ほ

か
、
組
合
や
イ
ッ
ヶ
に
よ
る
互
助
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
。
さ
ら
に
二
軒
の
イ
チ
ド
ナ
リ
の
内
一
軒
は
、
相
伴
の
役
割
を
担
う
。
相
伴
は
婚

礼
や
葬
儀
の
差
配
や
、
宴
席
．
清
め
の
席
の
進
行
役
を
務
め
る
も
の
と
さ
れ
る
。
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分
析
に
使
用
す
る
文
書
史
料
は
現
在
、
鶴
ヶ
島
市
教
育
委
員
会
所
蔵
の
三
シ
木
文
書
の
う
ち
慈
眼
寺
が
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
三
シ

木
地
区
に
現
有
す
る
検
地
帳
・
名
寄
帳
類
は
す
べ
て
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
の
、
近
世
前
期
の
史
料
が
比
較
的
多
く
、
中
期
以
降
の
も
の
は
天

保
年
間
以
前
の
記
録
と
思
わ
れ
る
名
寄
帳
一
点
の
み
で
あ
る
。
ま
た
近
世
に
お
け
る
家
成
員
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
う
る
史
料
に
つ
い
て
は
天

保
四
年
（
一
八
三
三
）
切
支
丹
宗
門
帳
の
一
点
の
み
で
あ
る
。

な
お
三
シ
木
に
残
る
最
古
の
文
書
史
料
は
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
「
武
州
川
越
領
三
シ
木
村
御
検
地
水
帳
」
（
七
冊
）
で
あ
り
、
当
地
に
現

存
す
る
史
料
に
、
中
世
の
三
シ
木
の
姿
を
示
す
も
の
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
検
地
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

鶴
ヶ
島
市
内
の
他
の
旧
村
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
や
は
り
残
存
す
る
最
古
の
検
地
帳
は
慶
安
元
年
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
近
隣
旧
村
の
村
明
細

帳
に
お
い
て
も
そ
れ
以
前
に
検
地
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。

慶
安
元
年
検
地
帳
に
記
さ
れ
る
三
シ
木
は
現
在
の
三
シ
木
地
区
と
ほ
ぼ
同
一
の
範
囲
を
も
っ
て
一
村
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
以
降
近
世
末
ま

で
三
シ
木
は
分
郷
さ
れ
る
こ
と
な
く
支
配
さ
れ
、
明
治
の
三
シ
木
村
へ
と
つ
な
が
る
。
近
世
期
の
生
業
形
態
に
つ
い
て
は
、
慶
安
元
年
の
検
地

帳
で
は
田
一
六
町
二
反
一
畝
一
四
歩
、
畑
三
六
町
八
畝
一
九
歩
で
あ
り
、
畑
作
主
体
で
あ
る
。
そ
の
後
行
わ
れ
た
新
開
地
に
つ
い
て
の
検
地
で

は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
田
二
畝
二
六
歩
、
畑
五
町
四
反
三
畝
二
七
歩
の
開
墾
が
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
二
に
は
田
一
五
歩
、
畑
一
町

一
反
二
畝
二
三
歩
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
は
畑
四
反
一
四
歩
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
は
畑
三
畝
三
歩
の
開
墾
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
近
世
初
期
の
開
発
で
は
畑
地
を
中
心
に
開
発
が
進
み
、
近
世
前
期
で
そ
の
開
発
も
ほ
ぼ
限
界
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
慶
安
元
年
に
記
録
さ
れ
た
名
請
人
と
名
請
地
の
関
係
を
起
点
と
し
、
そ
れ
以
降
の
時
代
の
史
料
を
用
い
て
、
名
請
地
の
移
動
の
様
相
を

明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
史
料
は
前
記
し
た
慶
安
元
年
検
地
帳
の
ほ
か
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
名
寄
帳
（
表
紙
欠
）
、
元
禄
四
年

（
三
）
近
世
前
期
の
土
地
分
割

三
）
史
料
と
近
世
概
観
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（
ｕ
）

（
一
六
九
二
「
川
越
領
三
シ
木
村
田
畑
屋
舗
野
共
名
寄
帳
」
を
用
い
る
。
具
体
的
に
は
慶
安
検
地
帳
の
時
点
に
記
載
さ
れ
た
名
請
人
と
そ
の
名

請
地
を
次
の
時
点
の
記
録
で
あ
る
寛
文
五
年
名
寄
帳
時
点
の
記
載
と
比
較
し
、
土
地
の
移
動
を
把
握
し
、
さ
ら
に
同
一
の
作
業
を
寛
文
五
年
名

寄
帳
と
元
禄
四
年
名
寄
帳
と
の
間
に
お
い
て
も
行
う
。

な
お
、
慶
安
元
年
検
地
帳
に
は
分
附
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
他
方
、
寛
文
五
年
名
寄
帳
に
つ
い
て
は
分
附
記
載
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
の
分
附
記
載
は
支
配
従
属
の
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

検
地
帳
か
ら
名
寄
帳
時
点
へ
の
継
承
関
係
を
把
握
す
る
上
で
、
こ
の
分
附
記
載
は
一
つ
の
指
標
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
分
附
主
の
名
は
す

べ
て
慶
安
元
年
検
地
帳
の
名
請
人
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
慶
安
元
年
と
寛
文
五
年
の
名
請
人
が
一
致
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
も

継
承
関
係
の
把
握
の
指
標
と
な
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
す
べ
て
の
名
請
人
の
継
承
関
係
を
、
筆
地
の
同
定
作
業
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
と
し

た
。
と
い
う
の
は
分
附
記
載
が
な
く
、
さ
ら
に
双
方
の
名
請
人
名
に
一
致
す
る
名
が
見
ら
れ
ぬ
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

（
咽
）

な
ケ
ー
ス
で
は
筆
地
の
同
定
作
業
に
よ
っ
て
の
み
継
承
関
係
が
把
握
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
さ
ら
に
寛
文
五
年
名
寄
帳
と
元

禄
四
年
名
寄
帳
の
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
も
行
い
、
近
世
前
期
の
名
請
人
の
継
承
関
係
を
全
村
的
に
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
作
業
の
結
果
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
特
徴
は
無
屋
敷
の
名
請
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
一
町
前
後
の
田

畑
を
名
請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
経
営
規
模
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
再
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
関
東
に
お

（
旧
）

い
て
は
い
わ
ゆ
る
小
農
自
立
は
、
屋
敷
地
保
有
農
民
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
無
屋
敷
名
請
人
は
零
細
農
民
と
す
る
見
解
が
あ
る
中
で
、

こ
の
事
例
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
シ
木
に
は
当
時
の
居
住
形
態
な
ど
を
知
り
得
る
史
料
は
現
存
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
無
屋
敷
農
民
が
ど
の
よ
う
な
居
住
形
態
を
と
っ
て
い

た
の
か
を
知
る
す
べ
は
な
い
。
し
か
し
無
屋
敷
で
あ
っ
て
も
、
経
営
規
模
を
維
持
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
慶
安
元
年
の
六
左

衛
門
は
慶
安
元
年
に
お
い
て
田
地
一
反
六
畝
一
八
歩
、
畑
地
四
反
三
畝
一
六
歩
、
無
屋
敷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
筆
地
は
元
禄
四
年
の
八
郎
兵

衛
に
継
承
さ
れ
、
無
屋
敷
で
は
あ
る
が
、
田
地
二
反
三
畝
三
歩
、
畑
地
五
反
五
畝
二
七
歩
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
の
登
録
地
を
維
持
し
、
新
開

地
や
他
の
名
請
人
の
土
地
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
他
の
無
屋
敷
名
請
人
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
無
屋
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敷
農
民
と
い
え
ど
も
自
立
し
た
経
営
体
と
し
て
存
在
し
、
筆
地
を
維
持
し
て
い
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の
土
地
分
割
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
農
民
の
相
続
形
態
は
分
割
相
続

（
刑
）

が
支
配
的
な
形
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
事
例
も
分
割
相
続
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
確
認
さ
れ
る
分
割
が
、
相
続
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
当
地
に
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
得
る
史
料
は
存
在
し

な
い
。
し
か
し
分
割
の
割
合
に
偏
り
は
少
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
支
配
・
従
属
の
関
係
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
分
割
の
割
合
が

（
応
）

近
い
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
論
理
的
に
は
異
な
る
関
係
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
軽
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
な
る

関
係
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
も
残
念
な
が
ら
当
地
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
事
例
は
少
数
で
あ
り
、
寛
文
五
年
ま
で

の
傾
向
と
同
じ
く
、
分
割
の
割
合
に
つ
い
て
は
大
き
く
違
わ
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
傾
向
は
先
に
示
し
た
分
附
記
載
の
付
さ
れ
た
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
慶
安
元
年
四
郎
兵
衛
の
名
請
地
は
田
地
一
町
一
反

五
畝
三
歩
、
畑
地
一
町
七
反
九
畝
九
歩
、
屋
敷
地
七
畝
歩
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
寛
文
五
年
に
左
右
衛
門
と
四
郎
兵
衛
分
善
兵
衛
に
分
割
さ
れ
て

い
る
。
左
右
衛
門
は
田
地
七
反
九
畝
二
五
歩
、
畑
地
一
町
四
反
四
畝
一
二
歩
、
屋
敷
地
三
畝
一
五
歩
で
あ
る
。
一
方
の
四
郎
兵
衛
分
善
兵
衛
は

田
地
五
反
六
畝
七
歩
、
畑
地
一
町
四
反
二
歩
、
屋
敷
地
三
畝
一
五
歩
で
あ
る
。
こ
の
例
に
限
ら
ず
、
分
附
記
載
の
有
無
に
限
ら
ず
、
分
割
さ
れ

る
土
地
は
比
較
的
近
い
面
積
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
地
の
分
附
記
載
は
、
支
配
従
属
の
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
土
地
分
割
の
あ
り
方
に
つ
い
て
均
等
な
分
割
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
傾
向
と
し
て
は
近
世
前
期
を
通
じ
て
比

較
的
近
い
規
模
で
分
割
し
て
ゆ
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
た
分
割
の
結
果
と
し
て
、
い
か

な
る
社
会
関
係
が
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
同
地
区
に
は
こ
の
点
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
社
会
関
係
を
実
証
的
に
検
討
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
現
在
の
民
俗
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
慶
安
元
年
か
ら
元
禄
四
年
に
か
け
て
の
土
地
分
割
は
、
現
在
の
民
俗
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
で
あ
る

（
四
）
現
在
の
社
会
関
係
と
の
関
連
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表－1近世前期の名請人と現世帯の継承関係

･畑合は屋敷地を含む。

。 （ ）内は分附主。

． ［ ］内は分割を経た名請人の名請地（田畑）の割合を示す。

う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で

見
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
三
シ
木
は
土
地
分
割
に
よ
っ
て
名
請
人
数
が

増
加
し
て
き
た
。
そ
こ
で
ま
ず
は
分
割
に
よ
っ
て
成
立
し
た
名
請
人
の
単

位
が
現
在
の
家
へ
結
び
つ
く
事
例
を
示
し
、
現
在
の
民
俗
と
の
関
連
を
見

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

元
禄
四
年
時
点
の
経
営
単
位
を
現
在
の
家
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
作
業

と
し
て
行
っ
た
の
は
、
元
禄
四
年
名
寄
帳
の
筆
地
の
継
承
関
係
を
、
三
シ

木
文
書
（
慈
眼
寺
保
管
）
中
の
「
古
名
寄
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
名
請
人
と

結
び
つ
け
る
作
業
で
あ
る
。
「
古
名
寄
帳
」
は
天
保
期
以
前
の
史
料
と
推

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
元
禄
か
ら
か
な
り
経
過
し
て
い
る
う
え
、
本

史
料
が
畑
お
よ
び
屋
敷
地
の
み
を
記
載
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
継
承
関
係
を
確
認
で
き
た
家
は
半
数
程
度
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
天
保

期
の
名
請
人
と
現
在
の
世
帯
を
結
び
つ
け
る
上
で
、
各
家
の
祖
名
や
屋
敷

（
肥
）

の
配
置
を
参
考
と
し
た
。

こ
こ
で
は
慶
安
元
年
仁
左
衛
門
か
ら
展
開
し
た
名
請
人
に
つ
い
て
見
て

み
よ
う
。
こ
の
例
で
は
元
禄
四
年
門
左
衛
門
を
の
ぞ
き
、
現
在
ど
の
家
に

当
た
る
の
か
を
把
握
可
能
で
あ
っ
た
（
表
‐
１
参
照
）
。
ま
ず
は
福
田
に
よ

っ
て
検
討
さ
れ
た
地
親
類
の
ご
と
く
、
分
割
を
経
た
家
相
互
の
関
係
概
念

が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
し
た
①
、
②
、
③

の
家
々
相
互
に
は
地
親
類
に
類
す
る
関
係
概
念
も
特
別
な
つ
き
合
い
も
見

－75－

慶安元年（1648）

名請人地目反.畝.歩

寛文五年(1665)

名請人 地目反・畝.歩

元禄四年(1691)

名請人地目反.畝.歩
現世帯

仁左衛門 田 8．3．14

畑 33．8．4

屋敷 3．0

仁左衛門 田 3．4．21

[33.5％］ 畑 10.7.19

屋敷 3．0

喜左衛門 田 1．1．22

(仁左衛門分） 畑 7．8．5

[21.1%] 屋敷 毎
グ0，、

吉左衛門 田 2.2.0

(仁左衛門分） 畑 7．2．2

[22.1％］ 屋敷 釦f
JO，、

源左衛門 田 1．9．8

(仁左衛門分） 畑 7.9.26

[23.3％］ 屋敷 曲圧
JO，、

武右衛門 田 2．7．25

畑 9．9．13

屋敷 2.0

門左衛門田 2．1．22

畑 7．8．5

屋敷 毎
J0，、

吉左衛門 田 2．2．0

畑 7．3．2

屋敷 1．0

源左衛門 田 4.1.10

畑 l().4．15

屋敷 打圧
グ0，、

①

②

③



ら
れ
な
い
。
ま
た
地
親
類
が
超
世
代
的
に
婚
礼
や
葬
儀
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
家
々
は
そ
う

し
た
役
割
を
超
世
代
的
に
果
た
す
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
三
シ
木
で
は
婚
礼
や
葬
儀
の
席
に
お
い
て

差
配
を
す
る
と
い
う
お
相
伴
の
役
割
が
重
責
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ
も
し
く
は
イ
チ
ド
ナ
リ
と
呼
ば
れ
、
隣
り
合
う
家

の
い
ず
れ
か
が
担
う
も
の
と
さ
れ
る
。
互
助
的
関
係
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
る
役
割
は
、
土
地
分
割
と
は
直
接
関
連
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
し
た
例
に
限
ら
ず
、
当
地
で
は
近
世
前
期
を
通
じ
て
土
地
を
分
割
し
た
家
同
士
に
は
、
そ
れ
を
示
す
関
係
概
念
は
な
く
、
超
世
代

的
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
な
つ
き
合
い
の
仕
方
も
見
ら
れ
な
い
。
三
シ
木
で
は
地
親
類
に
比
類
す
べ
き
言
葉
は
い
っ
さ
い
聞
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
家
々
に
は
土
地
を
分
割
し
た
と
い
う
話
自
体
も
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
三
軒
は
同
姓
（
新
井
姓
）
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
家
々
に
は
本
分
家
の
系
譜
関
係
は
も
と
よ
り
、
何
ら
の
系
譜
認
識
も
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
こ
こ
に
示
し
た
事

例
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
土
地
を
分
割
し
た
と
い
う
伝
承
が
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
家
分
家
と
い
う
上

下
・
主
従
の
系
譜
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
系
譜
認
識
自
体
が
な
い
の
で
あ
る
。

現
在
の
民
俗
に
土
地
分
割
の
伝
承
が
伴
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
分
割
の
当
初
か
ら
そ
の
家
同
士
に
何
ら
の
関
係
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
過
去
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
土
地
を
分
か
ち
合
っ
た
家
同
士
の
関
係
や
、
本
分
家
認
識
を
含
む
系
譜
と
い
う
知
識
が
大
き
な
意

味
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
家
の
創
設
過
程
が
現
在
の
イ
ッ
ケ
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
前
述
の
ご
と
く
、
当
地
で

は
イ
ッ
ケ
を
同
姓
に
限
定
す
る
場
合
と
、
異
姓
を
含
め
る
場
合
の
二
通
り
の
説
明
が
聞
か
れ
る
。
本
稿
で
は
同
姓
の
家
々
に
注
目
し
て
、
そ
の

三
土
地
分
割
と
イ
ッ
ケ

（
｜
）
近
世
前
期
土
地
分
割
と
イ
ッ
ケ
の
関
連
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関
係
の
性
格
を
見
て
ゆ
く
。
イ
ッ
ヶ
と
し
て
共
同
祭
祀
や
共
に
行
事
を
行
う
機
会
は
な
く
、
農
業
な
ど
に
お
い
て
生
産
互
助
の
組
織
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
共
有
財
産
な
ど
も
有
し
て
い
な
い
。
当
地
で
は
イ
ッ
ケ
が
活
動
す
る
の
は
葬
儀
や
婚
礼
の
席
で
の
手
伝
い
お
よ
び

客
と
し
て
出
席
す
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
会
に
は
イ
ッ
ヶ
は
夫
婦
二
人
が
手
伝
い
と
し
て
参
加
す
る
。
た
だ
し
手
伝
い
に
つ
い

て
は
組
合
が
主
な
働
き
手
で
あ
り
、
イ
ッ
ケ
は
そ
の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
客
と
し
て
宴
席
に
座
る
際
は
親
戚
と
し

て
は
一
番
末
席
で
あ
り
、
組
合
と
同
等
で
あ
る
。
交
際
に
際
し
て
持
参
す
る
現
金
に
つ
い
て
も
組
合
と
同
等
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
現
在
で
は
組

合
よ
り
多
い
金
額
と
な
っ
て
い
る
例
も
聞
か
れ
る
。

こ
こ
で
は
前
出
表
‐
１
の
慶
安
元
年
仁
左
衛
門
か
ら
展
開
し
た
名
請
人
に
当
た
る
現
在
の
家
々
と
、
イ
ッ
ケ
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

①
家
に
お
い
て
昭
和
六
二
年
に
行
わ
れ
た
葬
儀
の
際
、
イ
ッ
ヶ
と
し
て
つ
き
合
い
を
し
た
の
は
②
、
③
の
他
に
三
軒
の
新
井
姓
の
家
々
（
仮
に

④
、
⑤
、
⑥
と
す
る
）
で
あ
る
。
①
家
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
家
々
は
同
姓
で
あ
る
が
、
④
、
⑤
、
⑥
の
家
々
に
つ
い
て
も
他
の
家
々
と
同
様
に

系
譜
関
係
は
明
確
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
家
々
が
葬
儀
の
際
に
持
参
し
た
香
典
は
⑥
家
が
二
万
円
、
他
の
家
々
が
一
万
円
で
あ
っ
た
。
⑥
家
の
み
金
額
が
多
い
の
は
、
隣
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
①
家
で
⑥
家
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
血
縁
者
は
三
万
円
程
度
、

一
番
高
い
金
額
を
持
参
す
る
と
さ
れ
る
嫁
の
実
家
は
五
万
円
を
持
参
し
、
組
合
に
替
わ
っ
て
編
成
さ
れ
た
班
は
一
律
五
千
円
を
持
参
し
た
。
イ

ッ
ヶ
の
つ
き
合
い
関
係
は
血
縁
者
に
比
し
て
金
額
が
少
な
く
、
な
お
か
つ
対
等
な
も
の
と
い
え
る
。

①
、
②
、
③
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
土
地
の
分
割
を
経
た
家
々
で
あ
る
が
、
④
、
⑤
、
⑥
に
つ
い
て
は
近
世
の
名
請
人
と
の
継
承

関
係
を
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
範
囲
で
は
、
近
世
前
期
の
土
地
分
割
を
経
た
家
々
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
イ

ッ
ケ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
世
前
期
の
土
地
分
割
は
現
在
の
イ
ッ
ケ
関
係
を
規
定
す
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

さ
ら
に
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ッ
ヶ
に
含
ま
れ
る
家
々
に
は
本
分
家
の
系
譜
に
限
ら
ず
系
譜
的
関
係
自
体
に
つ
い
て
の
認
識
は
皆
無
に
等

し
い
の
で
あ
る
。
系
譜
関
係
が
初
発
の
段
階
か
ら
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
決
し
が
た
い
。
し
か
し
こ
の
例
に
限
ら
ず
近
世
か

で
あ
ろ
う
。
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！ 山’
ら
続
く
と
さ
れ
る
家
々
の
間
の
系
譜
関
係
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
系
譜
関
係
が
大
き
な
意
義
を
有

し
て
こ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
明
治
以
降
の
分
家
と
イ
ッ
ケ

M17戸籍 ーーーーー

一一一一一ｰ－－－1■■

逃瓠 火叺只
M41香典

S9香典
M41杳典 10 15 10 3円50 10 10 10

S9香典 20 50 50 50 50 5円1円50 50 50

・金額の単位の記載なきものは銭とする。

図。l イッケに含まれる本分家関係と葬儀における交際（中里姓）

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
イ
ッ
ヶ
の
例
は
、
近
世
前
期
の
土
地
分
割
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
家
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
地
の
イ
ッ
ケ
に
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
家
を
含

む
も
の
も
見
ら
れ
る
。
図
‐
１
は
中
里
姓
の
家
々
を
例
と
し
て
、
同
じ
イ
ッ
ケ
と
さ
れ
る
家
の
系

譜
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
例
に
比
べ
る
と
系
譜
関
係
が
明
確
な
家
も
多
い
が
、
こ
れ

は
明
治
以
降
の
分
家
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
近
世
よ
り
続
く
家
々
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
事
例
と
同
じ
手
法
で
同
定
し
た
（
表
‐
２
参
照
）
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
事
例
と
同
様
、
や
は

り
現
在
の
家
々
に
は
明
確
な
本
分
家
の
系
譜
関
係
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。

明
治
以
降
の
分
家
が
ど
の
程
度
の
土
地
を
分
割
さ
れ
て
創
設
さ
れ
た
の
か
を
示
す
史
料
と
し
て

明
治
一
三
年
（
一
八
八
○
）
の
「
田
反
別
地
価
租
金
寄
附
帳
」
、
「
宅
地
畑
地
反
別
地
価
租
金
寄
附

帳
」
、
「
林
反
別
地
価
租
金
寄
附
帳
」
（
共
に
慈
眼
寺
保
管
分
三
ッ
木
文
雪
が
あ
る
。
表
‐
３
は
明

治
一
三
年
当
時
の
ｆ
、
ｇ
両
家
の
土
地
所
有
状
況
と
そ
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ｇ
家
か

ら
ｆ
家
が
分
家
し
た
と
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
前
出
の
「
古
名
寄
帳
」
の

名
請
人
と
し
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
後
筆
に
ｆ
家
の
初
代
と
さ
れ
る
人
物
の
名
が
見

ら
れ
る
。
ｆ
家
は
明
治
一
七
年
の
「
戸
籍
簿
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
間
に
家
が
創

設
さ
れ
、
土
地
が
分
与
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

表
‐
３
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ｇ
家
の
土
地
は
す
べ
て
の
地
目
に
つ
い
て
ｆ
家
お
お
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表－2近世前期の名請人と現世帯の継承関係2

畑合は屋敷地を含む。

（ ）内は分附主。

［ ］内は分割を経た名請人の名請地（田畑）の割合を示す。

よ
そ
四
分
の
一
程
度
を
所
有

し
て
い
る
。
明
治
以
降
の

家
々
の
こ
の
時
期
の
分
家
の

多
く
は
、
ｇ
家
の
よ
う
な
土

地
分
割
を
経
て
形
成
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
地
で

は
分
家
は
本
家
の
土
地
の
三

分
の
一
程
度
を
分
割
さ
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
と
説
明

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
時

期
の
分
割
の
あ
り
方
を
さ
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

図
‐
１
の
系
譜
の
下
に
明

治
四
一
年
お
よ
び
昭
和
九
年

の
ｆ
家
で
の
葬
儀
の
際
に
イ

ッ
ケ
の
家
々
が
持
参
し
た
香

典
の
金
額
を
記
し
た
。
ｇ
家

は
本
家
で
あ
る
か
ら
、
そ
し

て
ｈ
家
は
本
家
を
同
じ
く
す

る
マ
タ
ワ
カ
レ
だ
か
ら
と
い

－79－

慶安元年(1648)

名請人地目反.畝.歩

寛文五年(1665)

名請人 地目反.畝.歩

元禄四年(1691)

名請人地目反・畝.歩
現世帯

四郎兵衛田 11．5．3

畑 17．9．9

屋敷 7．0

左右衛門 田 7．9．25

[53.3％］ 畑 14.4.12

屋敷 3．15

善兵衛 田 5．6．7

(四郎兵衛分） 畑 14．0．2

[46.7％］ 屋敷 3．15

6．2．3

10．3．2

3．15

田
畑

茂兵衛

屋敷

孫兵衛 田 4．5．20

[42.2％］ 畑 8.7.13

屋敷 3．15

七兵衛 田 4．8． 11

[57.8％］ 畑 13.3.24

屋敷 3．6

●
■
■
且

k

八右衛門 田 9．1．20

畑 20．1．15

屋敷 6．6

八左衛門 田 3．2．19

(八右衛門分） 畑 11．9．1

[39.5％］ 屋敷 6．6

杢左衛門 田 3．2．5

(八右衛門分） 畑 10．3．9

[35.3％］ 屋敷 相F
'00、

清兵衛 田 2．6．8

(八右衛門分） 畑 7．0．16

[25.2％］ 屋敷 毎
‘00，

八左衛門 田 3．8．25

畑 11．5．28

屋敷 3．3

八右衛門田 3．8．16

畑 9．2．9

屋敷 ｲ肝
J0b，

情兵衛 田 3．2．4

畑 7．3．19

屋敷 3．3

a,b,c

兵部 田 8．8．5

畑 15．1．10

屋敷 8．3

兵部 田 10．5．16

畑 38．3．6

屋敷 8．3

伊兵衛 田 14．3．5

畑 51.0.26

屋敷 1．5．16

e

無
四
ｍ

●
●

1．1

4

田
畑

市兵衛

屋敷

与兵衛 田 4WF
グ0,、

畑 1．3．7

屋敷 4.10

9



表-3 f･g家の土地保有割合（明治13年）め
て
み
た
い
。

加
わ
る
と
い
う
例
は
、
本
事
例
の
中
里
姓
の
家
々
に
最
も
顕
著
で
あ
る
。
他
の
姓
で
は
交
際

の
負
担
が
多
い
等
の
理
由
か
ら
、
直
接
の
分
家
お
よ
び
マ
タ
ワ
カ
レ
な
ど
に
交
際
が
限
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
調
査
の
限
り

（
〃
）

で
は
、
本
事
例
に
限
ら
ず
系
譜
的
に
繋
が
り
の
な
い
分
家
が
、
イ
ッ
ケ
の
交
際
に
加
わ
る
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
本
分
家
の
系
譜
関
係
を
伝
承

せ
ぬ
家
々
と
、
本
分
家
の
系
譜
関
係
に
規
定
さ
れ
た
家
々
が
と
も
に
対
等
な
存
在
と
し
て
、
一
定
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
、
当
地
に
お
け
る

イ
ッ
ケ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

近
世
前
期
の
土
地
分
割
の
あ
り
方
を
、
明
治
以
降
か
ら
現
在
ま
で
の
史
料
及
び
民
俗
と
の
関
連
で
こ
れ
ま
で
検
討
を
し
て
き
た
結
果
を
ま
と

四
結
語

う
理
由
で
金
額
が
多
い
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
家
分
家
、
マ
タ
ワ
カ
レ
な
ど
と
い

。
う
表
現
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
本
分
家
の
系
譜
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
家
に

たし
限
ら
ず
、
明
治
以
降
に
創
設
さ
れ
た
家
々
と
の
間
に
は
、
本
分
家
の
系
譜
関
係
が
明
確
に
認

と眺
識
さ
れ
て
い
る
。
当
地
で
は
本
分
家
で
は
上
下
の
差
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

０を
上
下
・
主
従
の
系
譜
的
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
、
社
会
関
係
を
規
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

計峪
本
分
家
の
系
譜
に
連
な
る
関
係
に
比
べ
、
そ
の
他
の
家
々
の
金
額
は
ほ
ぼ
横
並
び
に
な
っ

腋
て
い
る
。
そ
れ
は
ｆ
家
同
様
に
明
治
以
降
に
分
家
し
系
譜
関
係
の
明
確
な
ｄ
、
ｊ
、
ｌ
家
に

側
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
イ
ッ
ケ
と
し
て
ツ
キ
ア
イ
を
す
る
上
で
は
、
近
世
か
ら
の
家
も
明

今
ロ割
治
以
降
に
創
設
さ
れ
た
家
も
、
同
等
の
ツ
キ
ア
イ
を
す
る
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
分
家
が
、

葬
儀
を
行
う
家
と
本
分
家
の
系
譜
関
係
で
結
ば
れ
て
お
ら
ず
と
も
、
イ
ッ
ヶ
と
し
て
交
際
に
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地目 町.反.畝.歩 割合

f家

林
畑
田

宅地

計

2.0.5.9

7．5．8

5．6．20

7．8

．4．4．153

％
％
％
％
％

１
３
８
３
５

２
。
。
。
。

５
４
７
２

２
２
２
２

9家

林
畑
田

宅地

計

7．7．4．15

2．2．2．1

1．7．2．7

1．9．10

11．8．8．3

％
％
％
％
％

９
７
２
３
５

７
。
。
・
・

４
５
２
７

７
７
７
７



ま
ず
当
地
で
は
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
厳
密
な
均
等
分
割
と
い
う
形
式
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
比
較
的
近
い
規
模
の
土
地
を
分
割
し

て
、
新
た
な
生
産
の
単
位
を
創
設
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
分
割
か
ら
は
上
下
。
、
王
従
の
関
係
は
生
じ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近

世
前
期
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
土
地
分
割
は
相
続
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
は
し
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
分
割
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
た
経
営
単
位
は
現
在
の
家
々
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
家
同
士
の
関
係
を
近
世
期
の
分
割

と
の
関
連
で
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
第
一
に
、
分
割
を
経
た
家
同
士
の
間
に
は
特
別
な
関
係
概
念
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
福
田
や
上
野
が
指
摘
す
る
、
分
割
相
続
に
よ
っ
て
生
じ
た
家
同
士
の
関
係
が
、
現
在
の
民
俗
に
お
い
て
関
係
概
念
と
し
て
継

承
さ
れ
る
事
例
に
類
す
る
も
の
は
、
当
地
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
家
相
互
に
は
、
何
ら
の
系
譜
関
係
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
下
・
主
従
の
意
味
内
容

を
と
も
な
う
本
分
家
の
系
譜
関
係
は
言
う
に
及
ば
ず
、
家
同
士
が
分
割
を
経
て
い
る
と
い
う
事
実
す
ら
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
分
割

当
初
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
る
時
代
以
降
、
系
譜
関
係
が
意
味
を
有
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
番
目
は
近
世
前
期
の
分
割
相
続
と
現
在
の
イ
ッ
ケ
と
の
関
連
で
あ
る
。
系
譜
関
係
を
伴
わ
な
い
と
は
い
え
、
分
割
を
経
て
き
た
家
同
士

は
、
現
在
イ
ッ
ケ
と
し
て
交
際
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
イ
ッ
ケ
で
は
あ
る
が
近
世
前
期
に
分
割
を
経
た
家
同
士
に
は
系
譜
関
係

は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
現
在
の
イ
ッ
ヶ
は
近
世
前
期
の
土
地
の
分
割
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
当
地
の
イ
ッ
ケ
は
同
族
も
し
く
は
本
分
家
の
系
譜
関
係
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

い
え
る
。
と
く
に
近
世
前
期
の
土
地
分
割
を
経
た
家
々
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
下
・
主
従
の
意
味
内
容
を
持
つ
本
分
家
の
系
譜
関
係
の
み
な

ら
ず
、
土
地
分
割
の
結
果
と
し
て
の
系
譜
関
係
も
伝
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
同
族
概
念
の
意
味
内
容
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
明
治
以
降
の
土
地
の
分
割
は
全
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
土
地
の
分
与
は
三
分
の
一
程
度
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
さ
れ
、

家
相
互
の
関
係
は
本
分
家
と
い
う
上
下
・
主
従
の
系
譜
関
係
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
、
明
治
以
降
に

創
設
さ
れ
た
家
々
も
、
近
世
前
期
に
土
地
分
割
を
経
た
家
々
の
イ
ッ
ケ
に
含
ま
れ
、
同
じ
交
際
を
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
異
な
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る
時
代
に
創
設
さ
れ
た
家
が
含
ま
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
近
世
前
期
か
ら
の
家
々
の
関
係
は
現
在
で
は
系
譜
関
係
を
伴
わ
ず
、

対
等
な
関
係
を
結
ぶ
民
俗
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
明
治
以
降
の
家
々
は
本
分
家
の
系
譜
を
伴
い
、
そ
の
関
係
も
本
分
家
の
系
譜
に

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
地
の
イ
ッ
ヶ
に
お
い
て
は
現
時
点
に
お
い
て
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
関
係
の
あ
り
方
が
並
立
し
て
お
り
、
そ
の

上
で
同
じ
く
イ
ッ
ケ
と
し
て
交
際
を
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
の
事
例
と
同
様
の
土
地
分
割
は
近
世
前
期
に
広
く
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
当
地
の
イ
ッ
ケ
に
限
ら
ず
、
埼
玉
県
内

の
イ
ッ
ケ
の
事
例
を
単
に
本
分
家
の
系
譜
関
係
や
同
族
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
現
在
の
民

俗
に
お
い
て
本
分
家
の
概
念
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
概
念
を
敷
術
し
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
本
分
家
の
関
係
が
連
な
る
こ
と
で
イ
ッ
ケ

が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ッ
ケ
に
は
近
世
前
期
の
土
地
分
割
を
経
た
家
々
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ

ま
え
ず
現
在
の
聞
き
書
き
資
料
の
み
か
ら
同
族
や
本
分
家
に
つ
い
て
超
世
代
的
な
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
は
聞
き
書
き
資
料
を
用
い
、
通
説
を
当
て
は
め
て
理
解
す
る
研
究
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
研
究
対
象
を
民
俗
も

し
く
は
伝
承
と
し
て
、
超
世
代
的
な
も
の
と
み
る
こ
と
が
民
俗
学
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
、
過
去
の
民
俗
を
現
在
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
資

料
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
聞
き
書
き
資
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
超
世
代
的
な
モ
デ
ル
が
常
に
正
し
い

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
当
地
で
も
イ
ッ
ケ
を
本
分
家
の
系
譜
関
係
と
の
関
連
で
説
明

さ
れ
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
期
以
降
に
創
設
さ
れ
た
家
々
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
明
に
よ
っ
て
構
成
し
た
モ
デ
ル
か
ら
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
れ
以
前
に
創
設
さ
れ
た
家
々
に
ま
で
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
歴

史
史
料
を
と
お
し
て
検
証
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

た
だ
し
本
稿
で
は
そ
の
試
み
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
現
時
点
で
は
近
世
前
期
の
土
地
の
分
割
に
よ
っ
て
生
じ
た
家
同
士
の
関
係
は
、

現
在
の
民
俗
に
お
い
て
一
定
の
傾
向
を
有
し
た
民
俗
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
明
治
以
降
の
分
家
に
よ
っ
て
生
じ
た
民
俗
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
し
得
た
と
い
え
る
。
し
か
し
近
世
前
期
の
分
割
に
よ
っ
て
生
じ
た
関
係
が
、
そ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
現
在
の
民
俗
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
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る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
民
俗
の
性
格
が
近
世
前
期
当
時
の
性
格
を
保
持
し
て
き
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

《
圧（

１
）
有
賀
は
「
本
家
と
同
等
の
力
を
持
つ
場
合
で
も
、
本
家
は
系
譜
的
本
源
で
あ
る
か
ら
、
本
家
へ
何
ら
か
従
属
す
る
傾
向
は
免
れ
」
な
い
と
す

る
よ
う
に
、
系
譜
関
係
と
分
家
の
「
従
属
」
傾
向
の
関
連
性
を
認
め
て
い
る
［
有
賀
一
九
七
一
二
五
］
。
一
方
喜
多
野
は
親
方
子
方
慣
行

に
見
ら
れ
る
支
配
従
属
の
関
係
と
本
分
家
間
の
系
譜
関
係
を
区
別
し
、
本
分
家
の
間
に
系
譜
関
係
が
相
互
認
知
さ
れ
、
分
家
が
本
家
の
持
つ
系

譜
の
本
源
で
あ
る
と
い
う
権
威
に
服
属
す
る
こ
と
自
体
で
「
上
下
関
係
」
が
生
じ
る
と
す
る
［
喜
多
野
一
七
七
～
一
九
○
］
。
経
済
的
に
依

存
せ
ず
、
系
譜
関
係
の
み
が
承
認
さ
れ
る
も
の
を
有
賀
は
主
従
関
係
に
類
す
る
「
従
属
」
、
喜
多
野
は
「
上
下
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
本
稿

で
は
何
れ
の
用
語
が
適
当
で
あ
る
か
の
見
解
を
提
示
し
得
な
い
の
で
単
に
上
下
・
主
従
と
並
列
し
て
示
す
。

（
２
）
大
竹
秀
男
は
、
近
世
前
期
に
は
分
割
相
続
が
支
配
的
相
続
形
態
を
な
し
た
と
み
ら
れ
る
村
々
が
多
い
と
し
、
「
本
分
家
へ
の
田
畑
分
与
額
が

均
等
に
ち
か
く
」
、
「
本
・
分
家
の
経
営
が
分
離
さ
れ
、
分
家
も
そ
れ
自
身
独
立
の
経
営
単
位
を
成
し
、
そ
の
再
生
産
を
本
家
に
依
存
す
る
度
合

い
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
っ
て
も
き
わ
め
て
小
さ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は
「
本
家
と
分
家
と
い
う

名
目
に
全
然
差
別
意
識
が
附
着
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ぬ
」
が
「
族
父
制
的
支
配
の
単
位
た
る
性
格
は
み
と
め
が
た
い
」
［
大

竹
一
九
六
二
一
○
○
］
と
し
て
い
る
。

（
３
）
大
島
真
理
夫
「
近
世
初
期
の
屋
敷
地
共
住
集
団
と
中
後
期
の
本
家
分
家
集
団
」
を
参
照
。

（
４
）
森
謙
二
は
茨
城
県
久
慈
郡
に
お
け
る
近
世
初
期
に
大
家
族
が
崩
壊
す
る
過
程
に
お
い
て
、
当
地
に
は
同
族
集
団
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
要
因

と
し
て
、
隠
居
分
家
が
行
わ
れ
た
た
め
、
同
族
的
な
支
配
従
属
関
係
お
よ
び
系
譜
関
係
が
不
明
瞭
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
［
森
一
九
八
○

二
五
○
］
。
ま
た
福
田
ア
ジ
オ
は
南
関
東
の
地
親
類
の
分
析
を
と
お
し
て
、
均
等
分
割
に
よ
っ
て
成
立
し
た
家
同
士
の
関
係
に
は
近
世
か
ら
現

在
を
通
し
て
支
配
従
属
の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
、
さ
ら
に
初
発
の
段
階
か
ら
本
分
家
と
い
う
意
識
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
見
解
を

（
５
）
こ
こ
で
の
平
山
の
見
解
は
及
川
宏
が
記
し
た
信
州
諏
訪
郡
塚
原
村
（
現
長
野
県
茅
野
市
塚
原
）
の
事
例
［
及
川
一
九
六
七
］
に
つ
い
て
述

示
し
て
い
る
［
福
田
一
九
八
六
］
。

べ
た
も
の
で
あ
る
。
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（
脂
）
大
竹
秀
男
は
近
世
期
に
「
本
分
家
仲
間
型
」
と
「
本
家
支
配
型
」
の
二
つ
の
同
族
関
係
が
展
開
し
た
と
す
る
。
「
本
分
家
仲
間
型
」
と
は

本
・
分
家
へ
の
田
畑
分
与
額
が
均
等
に
ち
か
く
、
本
・
分
家
の
経
営
が
分
離
さ
れ
、
分
家
も
そ
れ
自
身
独
立
の
経
営
単
位
を
な
し
、
再
生
産
を

本
家
に
依
存
す
る
度
合
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
、
き
わ
め
て
小
さ
い
場
合
に
成
立
す
る
と
し
た
。
一
方
「
本
家
支
配
型
」
は
そ
れ
自
身
独
立
可

能
な
経
済
力
を
も
た
ず
、
生
活
再
生
産
を
本
家
に
依
存
し
、
本
家
手
作
経
営
の
労
働
組
織
の
一
環
と
し
て
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
信
州
筑
摩
郡

上
西
条
村
（
現
長
野
県
塩
尻
市
上
西
条
）
の
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
史
料
を
用
い
、
こ
の
二
つ
の
同
族
関
係
が
併
存
し
う
る
と
指
摘
し
て

い
る
［
大
竹
一
九
六
二
九
八
～
一
○
一
］
。

（
７
）
い
わ
ゆ
る
小
農
自
立
論
に
お
い
て
は
、
主
な
コ
ー
ス
と
し
て
下
人
の
自
立
が
想
定
さ
れ
て
き
た
［
佐
々
木
一
九
五
八
、
安
良
城
一
九
六

四
］
。
本
稿
で
は
当
地
に
お
け
る
近
世
前
期
の
土
地
分
割
を
相
続
に
よ
る
も
の
と
断
定
で
き
な
い
以
上
、
下
人
の
自
立
に
よ
っ
て
分
割
が
行
わ

れ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
し
得
な
い
。

（
８
）
異
姓
を
含
め
て
イ
ッ
ケ
と
す
る
事
例
と
し
て
、
埼
玉
県
内
で
は
渡
辺
［
一
九
八
三
］
、
斎
藤
［
一
九
八
八
］
に
若
干
の
報
告
が
見
ら
れ
る
。

（
９
）
本
稿
で
用
い
た
調
査
資
料
の
一
部
は
、
筆
者
が
鶴
ヶ
島
町
史
編
さ
ん
事
業
に
参
加
し
た
際
に
得
た
も
の
で
あ
る
。

（
皿
）
三
シ
木
文
書
（
慈
眼
寺
保
管
）
の
「
明
治
四
十
、
四
十
一
年
堰
張
藻
刈
道
普
請
人
足
控
帳
」
な
ど
。

（
Ⅱ
）
以
上
の
史
料
は
『
鶴
ヶ
島
町
史
近
世
資
料
編
Ⅱ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
ｕ
）
元
禄
四
年
名
寄
帳
に
つ
い
て
は
一
例
を
の
ぞ
き
、
分
附
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

（
過
）
佐
々
木
潤
之
介
は
「
関
東
に
お
い
て
は
典
型
的
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
従
来
の
分
付
百
姓
ｌ
そ
の
本
質
は
名
田
小
作
百
姓
ｌ
が
、
そ
の

分
付
地
（
名
田
小
作
地
）
の
名
請
人
と
し
て
、
１
分
付
関
係
を
排
し
て
ｌ
登
場
す
る
し
、
ま
た
「
小
農
」
が
、
一
般
的
に
屋
敷
保
有
農
民

と
し
て
登
場
す
る
」
［
佐
々
木
一
九
六
三
二
二
］
と
し
て
い
る
。

（
Ｍ
）
当
地
で
は
、
地
目
品
等
の
構
成
が
そ
ろ
い
、
か
つ
筆
地
が
隣
接
し
た
り
、
高
を
揃
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
均
等
分
割
の
例
は
見
う
け
ら
れ
な

い
。
高
を
均
等
に
揃
え
る
分
割
相
続
の
例
に
つ
い
て
は
中
野
達
哉
「
近
世
前
期
村
落
に
お
け
る
分
家
創
出
と
「
高
」
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
。
言

（
６
）
地
親
類
に
つ
い
て
は
福
田
前
掲
書
を
、
ジ
ミ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
福
田
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
分
割
相
続
と
家
ｌ
武
蔵
国
久
良
岐
郡

永
田
村
ｌ
」
を
参
照
の
こ
と
。

い
ス
％
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。
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双
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福
田
ア
ジ
オ
一
九
八
五
「
近
世
前
期
南
関
東
に
お
け
る
分
割
相
続
と
家
ｌ
武
蔵
国
久
良
岐
郡
永
田
村
Ｉ
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国
立
歴
史
民
俗
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館
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究
報
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６
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国
立
歴
史
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二
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～
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二
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一
九
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期
南
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ｌ
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光
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ｌ
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史
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博
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究

報
告
第
Ⅱ
集
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国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
一
○
七
～
一
六
五

宮
川
満
一
九
五
七
「
太
閤
検
地
論
Ⅱ
」
御
茶
の
水
書
房

森
謙
二
一
九
八
○
「
北
関
東
地
方
の
一
村
落
に
お
け
る
隠
居
制
と
相
続
制
ｌ
茨
城
県
久
慈
郡
美
里
村
折
橋
の
事
例
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

『
家
族
史
研
究
１
家
族
史
研
究
の
課
題
」
大
月
書
店
二
一
八
～
二
五
一

渡
辺
千
佳
子
一
九
八
三
「
社
会
構
成
」
「
戸
田
市
史
民
俗
編
」
戸
田
市
一
～
七
九

中
込
睦
子
一
九
八
三
忌

中
野
達
哉
一
九
九
○
豆

長
谷
川
善
計
一
九
八
二

学
部
紀
要
」
九

平
山
和
彦
一
九
七
六
君

七
○
～
一
三
三 「親「親

族
と
交
際
」
「
和
光
市
史
民
俗
編
」
和
光
市
九
三
～
一
四
○

「
近
世
前
期
村
落
に
お
け
る
分
家
創
出
と
「
高
亡
「
地
方
史
研
究
」
二
三
○
四
～
二
九

「
同
族
団
の
初
源
的
形
態
と
二
つ
の
家
系
譜
（
上
）
ｌ
ｌ
有
賀
喜
左
衛
門
の
同
族
団
理
論
の
再
検
討
ｌ
」

族
と
同
族
ｌ
研
究
史
と
課
題
を
め
ぐ
る
覚
え
書
」
『
日
本
民
俗
学
講
座
５
社
会
伝
承
』
竹
田
且
編
朝
倉
書
店

一
く
リ
ー
ニ
ー
ハ

（
新
潟
大
学
大
学
院
日
本
民
俗
学
）

『
神
戸
大
学
文
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