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「
関
東
郡
代
伊
奈
氏
頌
徳
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

川
口
○
二

な
し

―

林
鵞
峰

―

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

―

一
六
七
三
・
寛
文
一
三

赤
山

源
長
寺

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
関
東
郡
代
伊
奈
忠
常
が
、
曾
祖
父
忠
次
に
は
じ
ま
る
一
族
の
功
徳
を
た
た
え
る
た
め
に
建

立
し
た
も
の
。
伊
奈
忠
治
以
降
の
伊
奈
家
菩
提
寺
で
あ
る
源
長
寺
境
内
の
伊
奈
家
墓
所
内
に
立
つ
＊
１

。

題
額
は
な
く
、
正
面
上
部
に
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。
碑
記
は
題
目
等
含
め
、
三
十
二
行
で
一
九
二
八

字
か
ら
な
る
＊
２

。
ま
た
台
座
正
面
に
亀
の
正
面
図
の
レ
リ
ー
フ
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
亀
（
実
は
亀

に
似
た
贔
屓
と
い
う
生
物
）
の
形
を
し
た
石
碑
の
台
座
「
亀
趺
」
を
模
式
的
に
描
い
た
も
の
。
金
箱
文
雄

「
源
長
寺
」
は
、
こ
の
台
座
（
基
礎
部
分
）
は
、
石
碑
が
移
設
さ
れ
た
際
に
改
築
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

県
内
の
漢
文
碑
と
し
て
は
、
最
初
期
の
も
の
に
属
す
る
。
川
口
市
指
定
文
化
財
。

＊
１
：
も
と
は
伊
奈
家
の
墓
と
と
も
に
本
堂
の
脇
に
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
六
十
二
年
に
本
堂
改
築
及
び
境
内
整
備
が
行
わ

れ
た
際
に
、
今
の
位
置
に
移
さ
れ
た
。

＊
２
：
渡
辺
刀
水
は
、
こ
の
石
碑
に
つ
い
て
、
一
九
三
六
年
段
階
の
こ
と
と
し
て
「
碑
面
漫
漶
し
て
読
む
に
困
難
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
が
、
現
在
、
若
干
の
欠
損
は
あ
る
が
、
十
分
視
認
で
き
る
状
態
で
あ
る
。

○
写
真
１

石
碑
正
面
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○
写
真
２

「
碑
記
」
部
分

○
写
真
３

上
部
の
装
飾

○
写
真
４

亀
趺
の
レ
リ
ー
フ

（
伊
奈
家
の
家
紋
「
左
二
つ
巴
」
に

二
頭
の
龍
が
向
か
い
合
う
）

○
写
真
５

源
長
寺
の
伊
奈
家
墓
所
（
右
手
に
頌
徳
碑
）
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二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

◎
碑
記

朝
散
大
夫
輾
前
權
守
伊
奈
氏
□
銘

弘
文
学
士
院
林
之
道
甫

撰

夫
辟
草
萊
任
土
地
者
耕
稼
之
便
而
民
饗
其
利
故
李
冰
聞
於
蜀
史
起
顕
於
魏
鄭
國
増
秦
之
冨
白
公
饒
漢
之
渠
共
蝟
一
時
之
㓛
於
竹
帛
者
也
伊
奈
忠
次
者
李
史
之
亞
而
鄭
白
之
□
乎
其
家
譜
謂

清
和
源
氏
満
快
之
裔
也
満
快
曽
孫
爲
公
住
信
州
伊
奈
以
邑
爲
氏
世
々
歴
々
至
忠
基
移
参
州
居
小
島
城
奉
仕
□
廣
忠
君
忠
基
生
忠
家
是
忠
次
父
也
忠
次
初
名
熊
藏
少
有
大
志
奉
拜

東
照
大
神
君
頴
歴
参
釆
駿
之
間
勤
省
歛
開
墾
之
事
竭
冨
国
撫
民
之
力
天
正
十
八
苔
豊
臣
関
白
東
征
相
州
北
條
氏
□
神
君
使
忠
次
監
参
船
駿
三
州
水
陸
事
殊
諭
曰
冨
士
川
奔
□
急
迅
冝
方
舟

繋
連
爲
假
梁
令
士
馬
齋
沉
溺
之
患
忠
次
巡
視
經
営
竭
力
其
㓛
漸
成
既
而
関
白
至
参
州
吉
田
驛
其
従
如
雲
時
霖
雨
大
風
関
白
進
馬
自
若
諸
將
皆
□
欲
其
信
宿
畏
関
白
不
能
言
忠
次
脆
馬
前
啓

曰
風
雨
烈
士
卒
労
暫
停
御
轅
於
茲
関
白
叱
曰
留
連
頴
日
則
前
途
大
堰
冨
士
川
可
容
易
得
濟
哉
不
如
凌
風
雨
而
速
徃
也
汝
以
謂
何
忠
次
重
啓
曰
如
小
軍
則
冝
任
台
慮
今
四
十
萬
租
之
衆
冒
雨

受
風
競
済
大
川
必
有
□
没
之
禍
若
不
幸
有
十
人
之
溺
則
訛
言
以
爲
千
百
人
此
令
敵
得
利
増
勢
也
況
戦
期
未
刻
日
則
不
如
暫
憩
大
駕
休
士
卒
殿
下
武
威
赫
々
海
内
畏
伏
豈
以
數
日
之
遅
速
可

抅
勝
敗
哉
関
白
曰
善
哉
汝
言
也
乃
留
滞
吉
田
三
日
而
雨
晴
風
静
大
軍
進
蹠
齋
滞
舟
梁
亦
成
大
堰
冨
士
川
不
病
渉
也
衆
皆
喜
曰
忠
次
一
言
令
數
十
萬
士
得
三
日
之
息
也
累
月
北
條
氏
殲
矣
□

神
君
始
管
関
左
八
州
登
時
関
白
以
北
條
倉
粟
數
十
萬
斛
附
□
神
君
令
忠
次
留
與
官
吏
計
筭
之
而
□
神
君
與
関
白
進
向
奥
州
忠
次
不
日
而
及
於
途
中
□
神
君
曰
倉
廩
多
員
粟
米
億
兆
想
可
歴

旬
畢
汝
何
速
也
忠
次
啓
白
臣
謂
粟
縦
多
不
可
減
之
縦
寡
亦
不
可
増
之
故
毎
倉
使
官
吏
與
某
相
共
封
印
而
郷
邑
田
畯
記
其
納
税
之
數
然
則
彼
此
之
不
容
私
者
明
矣
以
是
早
辨
事
也
若
夫
毎
倉

點
檢
毎
斛
商
量
則
費
許
多
日
何
益
之
有
□
神
君
聞
而
竒
之
関
白
亦
怪
官
吏
之
早
至
而
問
其
故
官
吏
以
忠
次
之
言
對
焉
関
白
大
感
曰
我
久
識
忠
次
有
才
量
今
般
之
所
爲
最
知
決
断
絶
倫
未
知

我
麾
下
有
如
此
之
人
否
彼
若
仕
我
則
可
昇
萬
石
□
神
君
欣
然
乃
賜
参
州
小
嶋
舊
壘
及
武
州
小
室
鴻
巣
等
一
萬
石
而
掌
八
州
之
貢
税
補
市
川
松
戸
房
川
三
関
之
吏
曽
在
常
州
時
不
軌
之
輩
蜂

起
蟻
同
忠
次
急
催
部
下
之
衆
合
圍
悉
誅
之
慶
長
五
年
□
神
君
東
討
上
杉
景
勝
暫
駐
御
馬
於
房
川
忠
次
奮
然
進
曰
願
令
微
臣
守
此
則
□
數
萬
之
寇
競
來
不
能
済
利
根
川
□
神
君
可
其
言
而
許

之
忠
次
令
長
男
忠
政
従
□
御
駕
而
遣
之
既
而
天
下
一
統
賞
累
歳
之
労
叙
從
五
位
下
號
備
前
守
其
所
掌
如
前
忠
次
能
聽
民
間
之
訟
糺
寇
盗
之
奸
勧
稼
檣
之
業
正
田
疇
之
界
浚
溝
洫
厚
牆
壁
芟

莠
草
蒔
苗
種
海
畔
煮
鹽
山
麓
熾
炭
栽
桑
麻
楮
漆
察
金
銀
銅
鐵
硫
黄
鹽
硝
之
氣
知
土
産
藥
艸
之
冝
而
有
齋
交
易
各
得
其
利
巡
檢
八
州
尋
水
路
之
源
量
高
低
較
廣
狹
漑
田
野
種
五
穀
至
水
溢
出

之
地
則
壁
岡
陵
通
其
□
而
注
於
海
且
按
地
利
開
墾
田
凢
其
所
監
撫
百
餘
萬
石
積
年
之
久
貢
税
倍
蓯
戸
口
豊
賑
挙
世
推
以
為
良
吏
□
神
君
嘉
其
冨
国
之
功
以
其
新
墾
十
分
之
一
賜
忠
次
彰
其

殊
㤙
所
在
郡
邑
齋
驛
□
舟
梁
之
滞
徃
還
人
人
皆
喜
平
生
誨
黔
首
諭
禁
戒
恤
鰥
寡
施
仁
恵
郷
黨
皆
懐
之
又
□
補
甲
斐
国
吏
能
幹
其
事
在
州
時
有
賊
魁
大
藏
氏
多
力
聚
其
黨
忠
次
早
悟
自
徃
斬

大
藏
逐
其
黨
□
神
君
詰
曰
此
小
豎
也
遣
下
吏
而
可
也
豈
労
汝
手
刃
哉
然
實
嘆
螺
其
勇
也
乃
名
其
刀
称
大
藏
以
傳
于
家
又
奉
□
鈞
命
按
檢
関
左
及
甲
州
寺
社
舊
貫
計
其
冝
寄
租
戸
而
後
請
□
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官
印
以
授
焉
至
今
皆
守
其
式
其
詣
□
江
府
則
常
登
営
預
顧
問
蒙
□
徽
音
其
所
薦
挙
亦
得
其
人
及

台
德
公
之
治
世
忠
次
勤
事
如
初
眷
遇
殊
深
忠
次
少
壮
時
家
貧
齋
儲
迨
其
仕
優
不
㤀
昔
日
之
窮
乏
故
推
賤
民
之
苦
施
寛
惠
之
政
不
妄
殺
人
然
有
違
法
者
行
刑
太
嚴
是
以
民
□
□
頼
無
不
畏
憚

焉
其
家
属
亦
多
熟
練
民
事
者
故
□
爲
陪
從
者
或
隨
□
上
使
蹠
遣
他
方
或
召
于
□
營
中
而
辱
□
㤙
禄
亦
有
之
慶
長
十
五
年
六
月
十
三
日
忠
次
病
卒
於
城
下
之
家
時
年
五
十
七
芸
勝
林
院
源
長

聞
訃
者
皆
惜
之
葬
於
鴻
巣
勝
願
寺
側
忠
政
繩
武
受
萬
石
叙
従
五
位
下
芸
筑
後
守
元
和
元
年
夏
奉
從
難
波
之
役
戍
淀
河
積
土
嚢
断
長
□
一
夕
夢
忠
次
帯
甲
冑
揮
陌
刀
諭
忠
政
曰
天
下
勝
敗
在

此
一
挙
敵
放
火
箭
則
築
具
焚
滅
冝
設
其
備
防
護
勿
懈
忠
政
驚
覚
如
其
言
既
而
築
成
㓛
遂
水
運
不
通
難
波
塹
池
乾
涸
且
於
鴫
野
堤
接
槍
斬
七
人
凢
同
隊
所
得
首
總
三
十
級
忠
政
弟
忠
治
有
父

之
凬
能
竭
地
力
掌
関
左
公
廨
爲
邑
吏
之
長
多
開
新
畝
賜
武
州
赤
山
七
千
石
屢
奉
從

大
猷
公
御
獵
場
忠
治
有
馭
藝
曽
逐
奔
猪
於
□
御
前
其
馳
驅
進
退
得
入
□
英
覧
有
□
命
曰
彼
馭
法
如
爬
痒
處
快
哉
竒
㦲
顧
遇
超
群
㤙
賚
亦
渥
忠
治
有
弟
五
人
忠
武
有
故
避
世
忠
公
爲
伊
豆
國

吏
忠
雪
列
隊
番
士
季
弟
二
人
早
世
忠
治
子
曰
忠
克
勤
事
如
父
好
聽
古
道
随
應
元
年
奉

今
大
君
之
命
新
鑿
武
野
七
十
餘
里
始
通
多
麻
川
之
水
而
城
下
比
屋
之
井
皆
得
其
利
行
旅
歴
過
之
人
各
得
其
便
也
寛
文
四
年
□
補
奥
州
伊
達
信
夫
兩
郡
監
吏
定
憲
條
省
賦
役
民
蒙
其
惠
忠
克

有
二
弟
治
詣
爲
常
州
縣
吏
忠
臣
列
隊
番
士
忠
克
子
曰
忠
常
相
繼
傳
襲
皆
守
忠
次
䂓
式
監
常
州
治
水
開
田
而
有
㓛
効
忠
常
追
憶
曾
祖
之
㓛
労
欲
建
□
刻
始
末
以
遺
於
後
世
請
詞
於
余
詩
曰
靡

不
有
初
鮮
克
有
終
如
忠
次
居
分
憂
之
任
揚
循
良
之
名
而
創
其
基
鵜
其
家
可
謂
有
初
者
也
貽
厥
孫
謀
不
隕
聲
問
非
克
有
終
乎
忠
常
追
慕
良
有
以
也
乃
拠
家
牒
叙
其
大
槩
系
之
以
銘
銘
曰

司
農
之
務

暗
合
古
職

治
水
通
路

正
界
分
洫

爰
漑
爰
灌

以
種
以
植

産
業
利
民

貢
賦
冨
国

撫
下
施
政

奉
上
竭
力

聽
訟
而
決

執
言
以
□

萬
石
之
禄

五
品
有
陟

傳
子
及
孫

順
受
其
則

寛
文
癸
丑
六
月
十
三
日

孝
曽
孫
伊
奈
半
十
郎
忠
常
立
之

＊
改
行

・
徳
川
将
軍
で
あ
る
「
東
照
大
神
君
」「
台
徳
公
」「
大
猷
公
」「
今
大
君
」
の
名
の
初
出
で
改
行
し
、
将
軍
名
が
行
頭
に
来
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

＊
空
格

・
一
字
空
格
を
□
で
示
し
た
。「
神
君
」
や
、
君
主
に
関
わ
る
「
御
駕
」「
鈞
命
」「
英
覧
」
等
の
語
の
前
に
空
格
を
置
い
て
い
る
。

＊
校
勘

・
「
未
」：
「
禾
」
と
読
め
る
が
、
意
味
の
上
か
ら
、
諸
書
に
従
い
「
未
」
と
し
た
。

・
「
式
」：
「
大
」
に
点
が
打
っ
て
あ
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
諸
書
に
従
い
「
式
」
と
し
た
。
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＊
異
体
字
等

○
輾

備
。

○
□

碑
。

○
蝟

垂
。

○
㓛

功
。

○
□

流
。

○
頴

經
。

○
船

遠
。

○
苔

年
。

○
冝

宜
。

○
齋

無
。

○
沉

沈
。

○
□

雖
。

○
租

騎
。

○
抅

拘
。

○
蹠

發
。

○
筭

算
。

○
竒

奇
。

○
凢

凡
。

○
㤙

恩
。

○
□

郵
。

○
□

兼
。

○
螺

美
。

○
㤀

忘
。

○
□

倚
。

○
芸

號
。

○
凬

風
。

○
㦲

哉
。

○
随

承
。

○
䂓

規
。

○
鵜

興
。

○
槩

概
。

○
□

直
。

■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
舊
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

朝
散
大
夫
備
前
權
守
伊
奈
氏
碑
銘

弘
文
學
士
院
林
之
道
甫
撰

夫
辟
草
萊
任
土
地
者
、
耕
稼
之
便
、
而
民
饗
其
利
。

故
李
冰
聞
於
蜀
、
史
起
顯
於
魏
、
鄭
國
增
秦
之
富
、
白
公
饒
漢
之
渠
。
共
垂
一
時
之
功
於
竹
帛
者
也
。

伊
奈
忠
次
者
、
李
史
之
亞
而
鄭
白
之
流
乎
。

其
家
譜
謂
、
淸
和
源
氏
滿
快
之
裔
也
。

滿
快
曾
孫
爲
公
、
住
信
州
伊
奈
、
以
邑
爲
氏
。

世
々
歴
々
、
至
忠
基
、
移
参
州
、
居
小
島
城
。

奉
仕
廣
忠
君
。

忠
基
、
生
忠
家
。
是
忠
次
父
也
。

忠
次
、
初
名
熊
藏
。

少
有
大
志
。

奉
拜
東
照
大
神
君
。

經
歴
参
遠
駿
之
間
、
勤
省
歛
開
墾
之
事
、
竭
富
國
撫
民
之
力
。

天
正
十
八
年
、
豐
臣
關
白
東
征
相
州
北
條
氏
。

神
君
使
忠
次
監
参
遠
駿
三
州
水
陸
事
。

殊
諭
曰
、
富
士
川
奔
流
急
迅
。
宜
方
舟
繫
連
、
爲
假
梁
、
令
士
馬
無
沈
溺
之
患
。

忠
次
巡
視
、
經
営
竭
力
。
其
功
漸
成
。

既
而
關
白
至
参
州
吉
田
驛
。
其
從
如
雲
。

時
霖
雨
大
風
、
關
白
進
馬
自
若
。

諸
將
皆
雖
欲
其
信
宿
、
畏
關
白
不
能
言
。

忠
次
脆
馬
前
、
啓
曰
、

風
雨
烈
、
士
卒
勞
。
暫
停
御
轅
於
茲
。

關
白
叱
曰
、

留
連
經
日
、
則
前
途
大
堰
富
士
川
、
可
容
易
得
濟
哉
。

不
如
凌
風
雨
而
速
徃
也
。

汝
以
謂
何
。

忠
次
重
啓
曰
、

如
小
軍
則
宜
任
台
慮
。

今
四
十
萬
騎
之
衆
、
冒
雨
受
風
、
競
濟
大
川
、
必
有
流
没
之
禍
。
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若
不
幸
有
十
人
之
溺
、
則
訛
言
以
爲
千
百
人
。

此
令
敵
得
利
增
勢
也
。

況
戰
期
未
刻
日
、
則
不
如
暫
憩
大
駕
、
休
士
卒
。

殿
下
武
威
赫
々
、
海
内
畏
伏
。

豈
以
數
日
之
遅
速
、
可
拘
勝
敗
哉
。

關
白
曰
、

善
哉
、
汝
言
也
。

乃
留
滯
吉
田
三
日
。

而
雨
晴
風
靜
、
大
軍
進
發
無
滯
、
舟
梁
亦
成
。

大
堰
富
士
川
不
病
渉
也
。

衆
皆
喜
曰
、

忠
次
一
言
、
令
數
十
萬
士
得
三
日
之
息
也
。

累
月
、
北
條
氏
殲
矣
。

神
君
始
管
關
左
八
州
。

登
時
、
關
白
以
北
條
倉
粟
數
十
萬
斛
、
附
神
君
。

令
忠
次
留
、
與
官
吏
計
算
之
。

而
神
君
與
關
白
、
進
向
奥
州
。

忠
次
不
日
而
及
於
途
中
。

神
君
曰
、

倉
廩
多
員
、
粟
米
億
兆
。

想
可
歴
旬
畢
、
汝
何
速
也
。

忠
次
啓
白
、

臣
謂
、
粟
縱
多
不
可
減
之
、
縱
寡
亦
不
可
增
之
。

故
毎
倉
使
官
吏
與
某
相
共
封
印
、

而
郷
邑
田
畯
記
其
納
税
之
數
。

然
則
彼
此
之
不
容
私
者
明
矣
。

以
是
早
辨
事
也
。

若
夫
毎
倉
點
檢
、
毎
斛
商
量
、
則
費
許
多
日
、
何
益
之
有
。

神
君
聞
而
奇
之
。

關
白
亦
怪
官
吏
之
早
至
、
而
問
其
故
。

官
吏
以
忠
次
之
言
、
對
焉
。

關
白
大
感
曰
、

我
久
識
忠
次
有
才
量
。
今
般
之
所
爲
、
最
知
決
斷
絶
倫
。

未
知
我
麾
下
有
如
此
之
人
否
。

彼
若
仕
我
、
則
可
昇
萬
石
。

神
君
欣
然
、
乃
賜
参
州
小
嶋
舊
壘
及
武
州
小
室
鴻
巣
等
一
萬
石
。

而
掌
八
州
之
貢
税
、
補
市
川
松
戸
房
川
三
關
之
吏
。

曾
在
常
州
時
、
不
軌
之
輩
蜂
起
蟻
同
。

忠
次
急
催
部
下
之
衆
、
合
圍
悉
誅
之
。

慶
長
五
年
、
神
君
東
討
上
杉
景
勝
。
暫
駐
御
馬
於
房
川
。
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忠
次
奮
然
進
曰
、

願
令
微
臣
守
此
。
則
雖
數
萬
之
寇
競
來
、
不
能
濟
利
根
川
。

神
君
可
其
言
而
許
之
。

忠
次
令
長
男
忠
政
從
御
駕
而
遣
之
。

既
而
天
下
一
統
。

賞
累
歳
之
勞
、
叙
從
五
位
下
號
備
前
守
。

其
所
掌
如
前
。

忠
次
能
聽
民
間
之
訟
、
糺
寇
盗
之
奸
、
勸
稼
檣
之
業
、
正
田
疇
之
界
。

浚
溝
洫
、
厚
牆
壁
。

芟
莠
草
、
蒔
苗
種
。

海
畔
煮
鹽
、
山
麓
熾
炭
。

栽
桑
麻
楮
漆
、
察
金
銀
銅
鐵
硫
黄
鹽
硝
之
氣
。

知
土
産
藥
艸
之
宜
、
而
有
無
交
易
各
得
其
利
。

巡
檢
八
州
、
尋
水
路
之
源
、
量
高
低
、
較
廣
狹
。

漑
田
野
、
種
五
穀
。

至
水
溢
出
之
地
、
則
壁
岡
陵
、
通
其
流
、
而
注
於
海
。

且
按
地
利
、
開
墾
田
。

凡
其
所
監
撫
、
百
餘
萬
石
。

積
年
之
久
、
貢
税
倍
蓯
、
戸
口
豐
賑
。

舉
世
推
以
爲
良
吏
。

神
君
嘉
其
富
國
之
功
、
以
其
新
墾
十
分
之
一
、
賜
忠
次
、
彰
其
殊
恩
。

所
在
郡
邑
、
無
驛
郵
舟
梁
之
滯
、
徃
還
人
人
、
皆
喜
。

平
生
誨
黔
首
、
諭
禁
戒
、
恤
鰥
寡
、
施
仁
惠
。

郷
黨
皆
懷
之
。

又
兼
補
甲
斐
國
吏
。
能
幹
其
事
。

在
州
時
、
有
賊
魁
大
藏
氏
。
多
力
聚
其
黨
。

忠
次
早
悟
、
自
徃
斬
大
藏
、
逐
其
黨
。

神
君
詰
曰
、

此
小
豎
也
。
遣
下
吏
而
可
也
。
豈
勞
汝
手
刃
哉
。

然
實
嘆
美
其
勇
也
。

乃
名
其
刀
稱
大
藏
、
以
傳
于
家
。

又
奉
鈞
命
、
按
檢
關
左
及
甲
州
寺
社
舊
貫
。

計
其
宜
、
寄
租
戸
、
而
後
請
官
印
、
以
授
焉
。

至
今
皆
守
其
式
。

其
詣
江
府
、
則
常
登
營
、
預
顧
問
、
蒙
徽
音
。

其
所
薦
舉
亦
得
其
人
。

及
台
德
公
之
治
世
、
忠
次
勤
事
如
初
、
眷
遇
殊
深
。

忠
次
少
壮
時
、
家
貧
無
儲
。

迨
其
仕
優
、
不
忘
昔
日
之
窮
乏
。

故
推
賤
民
之
苦
、
施
寛
惠
之
政
、
不
妄
殺
人
。
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然
有
違
法
者
、
行
刑
太
嚴
。

是
以
民
雖
倚
頼
、
無
不
畏
憚
焉
。

其
家
屬
亦
多
熟
練
民
事
者
。

故
雖
爲
陪
從
者
、
或
隨
上
使
發
遣
他
方
、
或
召
于
營
中
而
辱
恩
禄
、
亦
有
之
。

慶
長
十
五
年
六
月
十
三
日
、
忠
次
病
、
卒
於
城
下
之
家
。

時
年
五
十
七
、
號
勝
林
院
源
長
。

聞
訃
者
、
皆
惜
之
。

葬
於
鴻
巣
勝
願
寺
側
。

忠
政
繩
武
。
受
萬
石
、
叙
從
五
位
下
、
號
筑
後
守
。

元
和
元
年
夏
、
奉
從
難
波
之
役
。

戍
淀
河
、
積
土
嚢
、
斷
長
流
。

一
夕
夢
、
忠
次
帶
甲
冑
、
揮
陌
刀
、
諭
忠
政
曰
、

天
下
勝
敗
在
此
一
舉
。
敵
放
火
箭
、
則
築
具
焚
滅
。

宜
設
其
備
。
防
護
勿
懈
。

忠
政
驚
覺
、
如
其
言
。

既
而
築
成
功
遂
。

水
運
不
通
難
波
、
塹
池
乾
涸
。

且
於
鴫
野
堤
、
接
槍
斬
七
人
。

凡
同
隊
所
得
首
總
三
十
級
。

忠
政
弟
忠
治
有
父
之
風
。

能
竭
地
力
、
掌
關
左
公
廨
。

爲
邑
吏
之
長
、
多
開
新
畝
、
賜
武
州
赤
山
七
千
石
。

屢
奉
從
大
猷
公
御
獵
場
。

忠
治
有
馭
藝
。

曾
逐
奔
猪
於
御
前
、
其
馳
驅
進
退
、
得
入
英
覧
。

有
命
曰
、

彼
馭
法
如
爬
痒
處
、
快
哉
奇
哉
。

顧
遇
超
群
。
恩
賚
亦
渥
。

忠
治
有
弟
五
人
。

忠
武
有
故
避
世
。

忠
公
爲
伊
豆
國
吏
。

忠
雪
列
隊
番
士
。

季
弟
二
人
早
世
。

忠
治
子
曰
忠
克
。

勤
事
如
父
、
好
聽
古
道
。

承
應
元
年
、
奉
今
大
君
之
命
、
新
鑿
武
野
七
十
餘
里
、
始
通
多
麻
川
之
水
。

而
城
下
比
屋
之
井
、
皆
得
其
利
。

行
旅
歴
過
之
人
、
各
得
其
便
也
。

寛
文
四
年
兼
補
奥
州
伊
達
信
夫
兩
郡
監
吏
。

定
憲
條
、
省
賦
役
、
民
蒙
其
惠
。
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忠
克
有
二
弟
。

治
詣
爲
常
州
縣
吏
。

忠
臣
列
隊
番
士
。

忠
克
子
曰
忠
常
。

相
繼
傳
襲
、
皆
守
忠
次
規
式
。

監
常
州
治
水
開
田
、
而
有
功
効
。

忠
常
追
憶
曾
祖
之
功
勞
、
欲
建
碑
刻
始
末
、
以
遺
於
後
世
。

請
詞
於
余
。

詩
曰
、

靡
不
有
初
、
鮮
克
有
終
。

如
忠
次
、
居
分
憂
之
任
、
揚
循
良
之
名
。

而
創
其
基
、
興
其
家
。

可
謂
有
初
者
也
。

貽
厥
孫
謀
、
不
隕
聲
問
。

非
克
有
終
乎
。

忠
常
追
慕
良
有
以
也
。

乃
據
家
牒
、
叙
其
大
概
。

系
之
以
銘
。

銘
曰

司
農
之
務
、
暗
合
古
職
。

治
水
通
路
、
正
界
分
洫
。

爰
漑
爰
灌
、
以
種
以
植
。

産
業
利
民
、
貢
賦
富
國
。

撫
下
施
政
、
奉
上
竭
力
。

聽
訟
而
決
、
執
言
以
直
。

萬
石
之
禄
、
五
品
有
陟
。

傳
子
及
孫
、
順
受
其
則
。

寛
文
癸
丑
六
月
十
三
日
、

孝
曾
孫
伊
奈
半
十
郎
忠
常
立
之
。

●
訓
訳

（
訓
訳
以
下
で
は
、
本
文
が
長
文
な
の
で
、
大
ま
か
な
内
容
ご
と
に
節
を
設
け
た
）

朝
散
大
夫
備
前
權
守
伊
奈
氏
碑
銘
。

弘
文
學
士
院
林
之
道
甫
撰
。

《
一
》
前
書
き

夫
れ
草
萊
を
辟
き
土
地
に
任
ず
る
者
は
、
耕
稼
を
之
れ
便
に
し
て
、
民
其
の
利
を
饗
く
。

ひ
ら

う

故
に
李
冰
は
蜀
に
聞
こ
え
、
史
起
は
魏
に

顯

れ
、
鄭
國
は
秦
の
富
を
增
し
、
白
公
は
漢
の
渠
を
饒
か
に

あ
ら
は

ゆ
た

す
。
共
に
一
時
の
功
を
竹
帛
に
垂
る
る
者
な
り
。

伊
奈
忠
次
は
、
李
史
の
亞
ひ
に
し
て
鄭
白
の
流
か
。

た
ぐ

《
二
》
伊
奈
家
の
系
譜
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其
の
家
譜
に
謂
ふ
、

淸
和
源
氏
滿
快
の
裔
な
り
。

み
つ
よ
し

滿
快
の
曾
孫
爲
公
、
信
州
伊
奈
に
住
み
、
邑
を
以
て
氏
と
な
す
。

世
々
歴
々
、
忠
基
に
至
り
、
参
州
に
移
り
、
小
島
城
に
居
す
。
廣
忠
君
に
奉
仕
す
。

忠
基
、
忠
家
を
生
む
。
是
れ
忠
次
の
父
な
り
、
と
。

《
三
》
伊
奈
忠
次
の
事
蹟

忠
次
、
初
め
の
名
は
熊
藏
。

少
く
し
て
大
志
有
り
。

わ
か東

照
大
神
君
を
奉
拜
す
。

参
遠
駿
の
間
を
經
歴
し
、
省
歛
開
墾
の
事
に
勤
め
、
富
國
撫
民
の
力
を
竭
す
。

天
正
十
八
年
、
豐
臣
關
白
、
東
の
か
た
相
州
の
北
條
氏
を
征
す
。

神
君
、
忠
次
を
し
て
参
遠
駿
三
州
の
水
陸
の
事
を
監
せ
し
む
。

殊
に
諭
し
て
曰
く
、

富
士
川
は
奔
流
急
迅
な
り
。
宜
し
く
舟
を
方
べ
て
繫
連
し
、
假
梁
と
な
し
、
士
馬
を
し
て
沈
溺
の
患
ひ

な
ら

な
か
ら
し
め
よ
、
と
。

忠
次
巡
視
し
、
經
営
力
を
竭
く
す
。
其
の
功
漸
く
成
る
。

既
に
し
て
關
白
、
参
州
の
吉
田
驛
に
至
る
。
其
の
從
雲
の
如
し
。

時
に
霖
雨
大
風
あ
る
も
、
關
白
馬
を
進
め
て
自
若
た
り
。

諸
將
皆
な
其
の
信
宿
す
る
を
欲
す
る
と
雖
も
、
關
白
を
畏
れ
て
言
ふ
能
わ
ず
。

忠
次
、
馬
前
に
跪
き
、
啓
し
て
曰
く
、

風
雨
烈
し
く
、
士
卒
勞
る
。
暫
く
御
轅
を
茲
に
停
め
よ
、
と
。

つ
か

し
ば
ら

こ
こ

と
ど

關
白
叱
し
て
曰
く
、

留
連
日
を
經
れ
ば
、
則
ち
前
途
の
大
堰
富
士
川
、
容
易
に
濟
る
を
得
べ
け
ん
や
。

わ
た

風
雨
を
凌
ぎ
て
速
や
か
に
徃
く
に
し
か
ざ
る
な
り
。

汝
以
て
何
を
か
謂
は
ん
、
と
。

忠
次
重
ね
て
啓
し
て
曰
く
、

小
軍
の
ご
と
き
は
則
ち
宜
し
く
台
慮
に
任
す
べ
し
。

今
、
四
十
萬
騎
の
衆
、
雨
を
冒
し
て
風
を
受
け
、
競
ひ
て
大
川
を
濟
ら
ば
、
必
ず
流
没
の
禍
有
ら
ん
。

を
か

若
し
不
幸
に
し
て
十
人
の
溺
る
る
有
ら
ば
、
則
ち
訛
言
し
て
以
て
千
百
人
と
な
さ
ん
。

此
れ
敵
を
し
て
利
を
得
て
、
勢
ひ
を
增
さ
し
む
る
な
り
。

況
ん
や
戰
期
、
未
だ
日
を
刻
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
暫
く
大
駕
を
憩
は
せ
、
士
卒
を
休
ま
し
む
る
に
し
か
ず
。

殿
下
の
武
威
は
赫
々
と
し
て
、
海
内
、
畏
伏
す
。

豈
に
數
日
の
遅
速
を
以
て
、
勝
敗
に
拘
は
る
べ
け
ん
や
、
と
。

か
か

關
白
曰
く
、

善
き
か
な
、
汝
の
言
や
、
と
。

乃
ち
吉
田
に
留
滯
す
る
こ
と
三
日
な
り
。

而
し
て
雨
晴
れ
風
靜
ま
り
、
大
軍
の
進
發
す
る
に
滯
る
こ
と
無
く
、
舟
梁
も
亦
た
成
る
。

大
堰
富
士
川
、
渉
る
を
病
ま
ざ
る
な
り
。

衆
皆
な
喜
び
て
曰
く
、

忠
次
の
一
言
、
數
十
萬
の
士
を
し
て
三
日
の
息
を
得
し
む
る
な
り
、
と
。
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累
月
に
し
て
、
北
條
氏
殲
ぼ
さ
る
。

ほ
ろ

神
君
、
始
め
て
關
左
八
州
を
管
す
。

登
時
に
、
關
白
、
北
條
の
倉
粟
數
十
萬
斛
を
以
て
、
神
君
に
附
す
。

忠
次
を
し
て
留
め
、
官
吏
と
之
を
計
算
せ
し
む
。

而
し
て
神
君
は
、
關
白
と
、
進
み
て
奥
州
へ
向
か
ふ
。

忠
次
、
日
な
ら
ず
し
て
途
中
に
及
ぶ
。

神
君
曰
く
、

倉
廩
、
員
多
く
、
粟
米
は
億
兆
な
り
。

か
ず

旬
を
歴
て
畢
は
る
べ
し
と
想
ふ
に
、
汝
何
ぞ
速
き
や
、
と
。

を

忠
次
啓
白
す
ら
く
、

臣
謂
ふ
、

粟
は
縱
ひ
多
く
と
も
之
を
減
ず
べ
か
ら
ず
、
縱
ひ
寡
く
と
も
之
を
增
す
べ
か
ら
ず
、
と
。

た
と

故
に
倉
毎
に
、
官
吏
を
し
て

某

と
相
ひ
共
に
封
印
せ
し
む
。

ご
と

そ
れ
が
し

而
し
て
郷
邑
の
田
畯
、
其
の
納
税
の
數
を
記
す
。

然
れ
ば
則
ち
彼
此
の
私
を
容
れ
ざ
る
こ
と
明
か
な
り
。

是
を
以
て
早
く
事
を
辨
ず
る
な
り
。

若
し
夫
れ
倉
毎
に
點
檢
し
、
斛
毎
に
商
量
す
れ
ば
、
則
ち
許
多
の
日
を
費
や
し
、
何
の
益
か
之
れ
有
ら
ん
、

と
。

神
君
聞
き
て
之
を
奇
と
す
。

關
白
も
亦
た
官
吏
の
早
く
至
る
を
聞
き
て
、
其
の
故
を
問
ふ
。

官
吏
、
忠
次
の
言
を
以
て
、
焉
に
對
ふ
。

こ
れ

關
白
、
大
い
に
感
じ
て
曰
く
、

我
れ
久
し
く
忠
次
に
才
量
有
る
を
知
る
。
今
般
の
な
す
所
は
、
最
も
決
斷
の
絶
倫
な
る
を
知
る
。

未
だ
知
ら
ず
、
我
が
麾
下
に
か
く
の
ご
と
き
の
人
有
る
や
否
や
を
。

彼
れ
若
し
我
れ
に
仕
へ
な
ば
、
則
ち
萬
石
に
昇
す
べ
し
、
と
。

神
君
欣
然
と
し
て
、
乃
ち
参
州
小
嶋
の
舊
壘
及
び
武
州
小
室
鴻
巣
等
一
萬
石
を
賜
ふ
。

而
し
て
八
州
の
貢
税
を

掌

り
、
市
川
松
戸
房
川
三
關
の
吏
に
補
せ
ら
る
。

つ
か
さ
ど

曾
て
常
州
に
在
り
し
時
、
不
軌
の
輩
、
蜂
起
蟻
同
す
。

忠
次
、
急
に
部
下
の
衆
を
催
し
、
合
圍
し
て
悉
く
之
を
誅
す
。

う
な
が

慶
長
五
年
、
神
君
東
の
か
た
上
杉
景
勝
を
討
つ
。
暫
く
御
馬
を
房
川
に
駐
む
。

と
ど

忠
次
、
奮
然
と
し
て
進
み
て
曰
く
、

願
は
く
は
微
臣
を
し
て
此
を
守
ら
し
め
よ
。
則
ち
數
萬
の
寇
の
競
ひ
來
る
と
雖
も
、
利
根
川
を
濟
る
こ
と

能
は
ざ
ら
ん
、
と
。

神
君
、
其
の
言
を
可
と
し
て
之
を
許
す
。

忠
次
、
長
男
忠
政
を
し
て
御
駕
に
從
は
し
め
て
之
を
遣
る
。

や

既
に
し
て
天
下
一
統
す
。

累
歳
の
勞
を
賞
し
て
、
從
五
位
に
叙
せ
ら
れ
備
前
守
と
號
す
。

其
の
掌
る
と
こ
ろ
は
前
の
ご
と
し
。

忠
次
、
能
く
民
間
の
訟
へ
を
聽
き
、
寇
盗
の
奸
を
糺
し
、
稼
檣
の
業
を
勸
め
、
田
疇
の
界
を
正
し
く
す
。

た
だ

溝
洫
を
浚
ひ
、
牆
壁
を
厚
く
す
。

さ
ら
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莠
草
を
芟
り
、
苗
種
を
蒔
く
。

い
う
さ
う

か

海
畔
に
は
鹽
を
煮
、
山
麓
に
は
炭
を
熾
く
。

や

桑
麻
楮
漆
を
栽
え
、
金
銀
銅
鐵
硫
黄
鹽
硝
の
氣
を
察
す
。

う

土
産
藥
艸
の
宜
し
き
を
知
り
、
而
し
て
有
無
交
易
し
て
各
々
其
の
利
を
得
し
む
。

八
州
を
巡
檢
し
、
水
路
の
源
を
尋
ね
、
高
低
を
量
り
、
廣
狹
を
較
ぶ
。

は
か

く
ら

田
野
を
漑
し
、
五
穀
を
種
う
。

う

水
の
溢
出
す
る
の
地
に
至
り
て
は
、
則
ち
岡
陵
を
壁
と
し
、
其
の
流
れ
を
通
じ
て
、
海
に
注
が
し
む
。

且
つ
地
の
利
を
按
じ
て
、
田
を
開
墾
す
。

凡
そ
其
の
監
撫
す
る
と
こ
ろ
、
百
餘
萬
石
な
り
。

積
年
の
久
し
き
に
、
貢
税
倍
蓯
し
、
戸
口
豐
賑
な
り
。

ば

い

し

世
を
舉
げ
て
、
推
し
て
以
て
良
吏
と
な
す
。

神
君
、
其
の
國
を
富
ま
す
の
功
を
嘉
し
、
其
の
新
た
に
墾
ず
る
の
十
分
の
一
を
以
て
、
忠
次
に
賜
ひ
、
其

よ
み

の
殊
恩
を
彰
か
に
す
。

あ
き
ら

所
在
の
郡
邑
、
驛
郵
舟
梁
の
滯
る
こ
と
無
く
、
徃
還
の
人
人
、
皆
な
喜
ぶ
。

平
生
、
黔
首
に
誨
へ
、
禁
戒
を
諭
し
、
鰥
寡
を
恤
み
、
仁
惠
を
施
す
。

お
し

あ
は
れ

郷
黨
、
皆
な
之
に
懷
く
。

な
つ

又
た
兼
ね
て
甲
斐
國
吏
に
補
せ
ら
れ
、
能
く
其
の
事
を

幹

る
。

つ
か
さ
ど

州
に
在
り
し
時
、
賊
魁
大
藏
氏
な
る
有
り
。
多
力
に
し
て
其
の
黨
を
聚
む
。

忠
次
早
に
悟
り
、
自
ら
徃
き
て
大
藏
を
斬
り
、
其
の
黨
を
逐
ふ
。

つ
と

お

神
君
詰
り
て
曰
く
、

な
じ

此
れ
小
豎
の
み
。
下
吏
を
遣
は
し
て
可
な
り
。
豈
に
汝
の
手
刃
を
勞
せ
ん
や
、
と
。

然
れ
ど
も
實
は
其
の
勇
を
嘆
美
す
る
な
り
。

乃
ち
其
の
刀
を
名
し
て
大
藏
と
稱
し
、
以
て
家
に
傳
へ
し
む
。

又
た
鈞
命
を
奉
じ
、
關
左
及
び
甲
州
の
寺
社
の
舊
貫
を
按
檢
す
。

く

ぃ

ん

其
の
宜
し
き
を
計
り
、
租
戸
を
寄
せ
て
、
而
し
て
後
に
官
印
を
請
ひ
て
、
以
て
焉
に
授
く
。

今
に
至
る
ま
で
皆
な
其
の
式
を
守
る
。

其
の
江
府
に
詣
る
や
、
則
ち
常
に
營
に
登
り
、
顧
問
に
豫
か
り
、
徽
音
を
蒙
る
。

あ
づ

き

い

ん

其
の
薦
舉
す
る
と
こ
ろ
も
亦
た
其
の
人
を
得
。

台
德
公
の
治
世
に
及
ぶ
に
、
忠
次
の
事
に
勤
む
る
こ
と
初
め
の
ご
と
く
、
眷
遇
殊
に
深
し
。

忠
次
、
少
壮
の
時
、
家
貧
に
し
て
儲
へ
無
し
。

た
く
は

其
の
仕
優
に
迨
ぶ
に
、
昔
日
の
窮
乏
を
忘
れ
ず
。

お
よ

故
に
賤
民
の
苦
を
推
し
、
寛
惠
の
政
を
施
し
、
妄
り
に
人
を
殺
さ
ず
。

然
れ
ど
も
法
に
違
ふ
者
有
ら
ば
、
刑
を
行
ふ
こ
と
太
だ
嚴
な
り
。

は
な
は

是
を
以
て
、
民
は
倚
頼
す
と
雖
も
、
畏
れ
憚
ら
ざ
る
は
莫
し
。

其
の
家
屬
も
亦
た
民
事
に
熟
練
す
る
者
多
し
。

故
に
陪
從
を
な
す
者
と
雖
も
、
或
ひ
は
上
に
隨
ひ
て
他
方
に
發
遣
せ
し
め
、
或
ひ
は
營
中
に
召
し
て
恩
禄

を

辱

く
す
る
こ
と
、
亦
た
之
有
り
。

か
た
じ
け
な

慶
長
十
五
年
六
月
十
三
日
、
忠
次
、
病
み
、
城
下
の
家
に
卒
す
。

時
に
年
五
十
七
、
勝
林
院
源
長
と
號
す
。

訃
を
聞
く
者
、
皆
な
之
を
惜
む
。
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鴻
巣
の
勝
願
寺
の
側
に
葬
ら
る
。

《
四
》
そ
の
後
の
伊
奈
一
族

①
伊
奈
忠
政

忠
政
、
武
を
繩
ぐ
。
萬
石
を
受
け
、
從
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
筑
後
守
と
號
す
。

あ
と

つ

元
和
元
年
夏
、
難
波
の
役
に
奉
從
す
。

淀
河
を
戍
り
、
土
嚢
を
積
み
、
長
流
を
斷
つ
。

ま
も

一
夕
夢
む
、
忠
次
、
甲
冑
を
帶
び
、
陌
刀
を
揮
ひ
、
忠
政
に
諭
し
て
曰
く
、

天
下
の
勝
敗
、
此
の
一
舉
に
在
り
。
敵
、
火
箭
を
放
た
ば
、
則
ち
築
具
焚
滅
せ
ん
。

宜
し
く
其
の
備
へ
を
設
く
べ
し
。
防
護
し
て
懈
る
勿
れ
、
と
。

忠
政
驚
き
覺
め
、
其
の
言
の
ご
と
く
す
。

既
に
し
て
築
成
り
功
遂
ぐ
。

水
運
難
波
に
通
ぜ
ず
、
塹
池
乾
涸
た
り
。

且
つ
鴫
野
堤
に
於
い
て
、
槍
を
接
し
て
七
人
を
斬
る
。

し
ぎ
の
づ
つ
み

凡
そ
同
隊
の
得
る
と
こ
ろ
の
首
は
總
て
三
十
級
な
り
。

②
伊
奈
忠
治

忠
政
の
弟
忠
治
、
父
の
風
有
り
。

能
く
地
力
を
竭
く
し
、
關
左
の
公
廨
を
掌
る
。

邑
吏
の
長
と
な
り
て
は
、
多
く
新
畝
を
開
き
、
武
州
赤
山
七
千
石
を
賜
る
。

屢
々
大
猷
公
の
御
獵
場
に
奉
從
す
。

忠
治
馭
藝
有
り
。

曾
て
奔
猪
を
御
前
に
逐
い
、
其
の
馳
驅
進
退
、
英
覧
に
入
る
を
得
。

命
有
り
て
曰
く
、

彼
の
馭
法
は
、
痒
處
を
爬
く
が
ご
と
し
。
快
な
る
か
な
奇
な
る
か
な
、
と
。

顧
遇
群
を
超
ゆ
。
恩
賚
も
亦
た
渥
し
。

お
ん
ら
い

あ
つ

③
忠
治
の
弟

忠
治
に
弟
五
人
有
り
。

忠
武
は
故
有
り
て
世
を
避
く
。

忠
公
は
伊
豆
國
の
吏
と
な
る
。

忠
雪
は
隊
番
士
に
列
せ
ら
る
。

季
弟
の
二
人
は
早
世
す
。

④
伊
奈
忠
克

忠
治
の
子
を
忠
克
と
曰
ふ
。

事
に
勤
む
る
こ
と
父
の
ご
と
し
、
好
く
古
道
を
聽
く
。

承
應
元
年
、
今
の
大
君
の
命
を
奉
じ
、
新
た
に
武
野
七
十
餘
里
を
鑿
ち
、
始
め
て
多
麻
川
の
水
を
通
ず
。

而
し
て
城
下
の
比
屋
の
井
、
皆
な
其
の
利
を
得
。

行
旅
歴
過
の
人
、
各
々
其
の
便
を
得
る
な
り
。

寛
文
四
年
、
兼
ね
て
奥
州
の
伊
達
信
夫
兩
郡
の
監
吏
に
補
せ
ら
る
。

憲
條
を
定
め
、
賦
役
を
省
く
。
民
其
の
惠
を
蒙
る
。

⑤
忠
克
の
弟

忠
克
に
二
弟
有
り
。
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治
詣
は
常
州
縣
の
吏
と
な
る
。

忠
臣
は
隊
番
士
に
列
せ
ら
る
。

⑥
伊
奈
忠
常

忠
克
の
子
を
忠
常
と
曰
ふ
。

相
繼
ぎ
て
傳
襲
し
、
皆
な
忠
次
の
規
式
を
守
る
。

常
州
の
治
水
開
田
を
監
し
て
、
功
効
有
り
。

《
五
》
建
碑
の
こ
と

忠
常
、
曾
祖
の
功
勞
を
追
慕
し
、
碑
を
建
て
始
末
を
刻
し
、
以
て
後
世
に
遺
さ
ん
と
欲
す
。

詞
を
余
に
請
ふ
。

詩
に
曰
は
く
、

初
め
有
ら
ざ
る
靡
き
も
、
克
く
終
り
有
る
こ
と
鮮
し
、
と
。

な

す
く
な

忠
次
の
ご
と
き
は
、
分
憂
の
任
に
居
り
、
循
良
の
名
を
揚
ぐ
。

而
し
て
其
の
基
を
創
め
、
其
の
家
を
興
す
。

初
め
有
る
者
と
謂
ふ
べ
し
。

孫
に
謀
を
貽
厥
し
、
聲
問
を
隕
と
さ
ざ
ら
し
む
。

の

こ

お

克
く
終
り
有
る
に
非
ず
や
。

忠
常
の
追
慕
す
る
は
良
に
以
有
る
な
り
。

ま
こ
と

ゆ
ゑ

乃
ち
家
牒
に
據
り
、
其
の
大
概
を
叙
す
。

《
六
》
銘

之
に
系
く
る
に
銘
を
以
て
す
。

銘
に
曰
く
、

司
農
の
務
め
、
暗
に
古
職
に
合
す
。

水
を
治
め
路
を
通
じ
、
界
を
正
し
洫
を
分
く
。

爰
に
漑
し
爰
に
灌
し
、
以
て
種
え
以
て
植
う
。

こ
こ産

業
は
民
を
利
し
、
貢
賦
は
國
を
富
ま
す
。

下
を
撫
し
て
政
を
施
し
、
上
を
奉
じ
て
力
を
竭
す
。

訟
を
聽
き
て
決
し
、
言
を
執
り
て
以
て
直
く
す
。

な
ほ

萬
石
の
禄
、
五
品
陟
有
り
。

子
及
び
孫
に
傳
へ
、
順
ひ
て
其
の
則
を
受
く
。

《
七
》
記
事

寛
文
癸
丑
六
月
十
三
日
、

孝
曾
孫
伊
奈
半
十
郎
忠
常
、
之
を
立
つ
。

●
人
物

○
伊
奈
忠
次

天
文
十
九
（
一
五
五
○
）
年
か
ら
慶
長
十
五
（
一
六
一
○
）
年
。
幼
名
熊
蔵
、
通
称
半
左

衛
門
。
伊
奈
忠
家
の
嫡
男
。
父
が
松
平
家
を
離
れ
る
と
、
父
と
と
も
に
各
地
を
流
浪
し
て
い
た
が
、
い
ち

早
く
徳
川
家
康
に
帰
参
し
た
。
関
東
郡
代
と
し
て
様
々
な
治
績
を
あ
げ
た
。
拝
領
し
た
小
室
丸
山
の
地
は
、

後
に
伊
奈
町
と
な
る
が
、
町
名
は
忠
次
に
由
来
す
る
。

○
滿
快

源
多
田
満
快
。
生
卒
年
不
詳
。
平
安
中
期
の
武
将
で
、
清
和
天
皇
の
孫
の
源
経
基
の
五
男
。
そ

の
子
孫
は
武
家
と
し
て
信
濃
国
に
土
着
し
、
信
濃
源
氏
と
な
る
。
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
（
杉
浦
文
書
、
「
伊
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奈
氏
一
族
の
活
躍
」
）
に
「
清
和
源
氏
多
田
満
快
之
裔
也
、
満
快
之
曾
孫
爲
住
信
州
伊
奈
以
邑
爲
氏
」
と

あ
る
。
た
だ
し
近
年
は
、
伊
奈
氏
の
出
自
に
つ
い
て
別
の
説
が
取
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
和
源
氏

源
義
家
支
流
の
荒
川
易
氏
が
信
濃
国
伊
奈
郡
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
嫡
子
易
次
が
伊
奈
郡
熊
蔵
の
城
主
と
な

く
ま
く
ら

る
。
そ
の
嫡
子
二
代
目
易
次
は
、
叔
父
易
正
と
の
家
督
争
い
に
敗
れ
、
三
河
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
嫡
子

が
忠
基
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
「
伊
奈
氏
一
族
の
活
躍
」
等
）
。

○
伊
奈
忠
基

忠
次
の
祖
父
。
伊
奈
家
の
継
嗣
で
、
三
河
に
移
り
住
み
、
小
島
城
を
拠
点
と
す
る
。
松
平

広
忠
の
配
下
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
。
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
に
「
満
快
之
曾
孫
爲
住
信
州
伊
奈
以
邑
爲
氏
、

世
々
歴
々
至
忠
基
、
移
參
州
居
小
島
城
、
奉
仕
廣
忠
公
」
と
あ
る
。
一
説
で
は
（
前
項
注
）
、
伊
奈
氏
の

三
河
移
住
は
、
忠
基
の
父
の
時
と
す
る
。

○
伊
奈
忠
家

享
禄
元
（
一
五
二
八
）
年
か
ら
慶
長
十
二
（
一
六
○
七
）
年
。
忠
次
の
父
。
忠
基
の
十
一

男
。
忠
基
の
嫡
男
貞
政
の
系
統
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
を
契
機
と
し
、
四
代
で
断
絶
。
十
一
男
の
忠
家
は
、

最
初
松
平
家
に
仕
え
て
い
た
が
、
三
河
一
向
一
揆
で
は
一
揆
方
に
加
担
し
松
平
家
を
離
れ
る
。
そ
の
後
流

浪
の
身
と
な
り
、
各
所
を
転
々
と
す
る
。
小
牧
長
久
手
の
戦
い
で
は
井
伊
直
政
の
隊
に
所
属
し
て
功
績
を

あ
げ
、
織
田
信
雄
に
仕
え
た
。
し
か
し
天
正
十
八
（
一
五
九
○
）
年
に
信
雄
が
改
易
と
な
る
と
、
既
に
家

康
に
帰
参
し
て
い
た
子
の
忠
次
を
頼
っ
た
。
没
年
を
慶
長
二
年
と
す
る
説
も
あ
る
（
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
）
。

○
伊
奈
忠
政

天
正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
か
ら
元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
。
忠
次
の
嫡
男
。
父
に
従
っ

て
家
康
の
も
と
で
奉
行
職
と
し
て
働
く
。
慶
長
十
五
年
、
父
忠
次
が
没
す
る
と
遺
領
を
相
続
し
て
関
東
郡

代
職
を
引
き
継
ぐ
。
大
坂
冬
の
陣
で
は
外
堀
の
埋
め
立
て
や
長
良
川
の
堰
き
止
め
な
ど
、
土
木
事
業
で
功

績
を
あ
げ
た
。
ま
た
夏
の
陣
で
は
武
勲
も
あ
げ
た
。
没
後
、
所
領
家
督
は
嫡
男
忠
勝
が
嗣
い
だ
が
、
関
東

郡
代
職
は
、
弟
の
忠
治
が
継
承
し
た
。
忠
勝
系
統
は
、
小
室
（
現
伊
奈
町
）
を
所
領
と
し
た
の
で
「
西
伊

奈
」
と
い
い
、
忠
治
の
系
統
は
、
彼
の
代
で
拝
領
し
た
赤
山
（
現
川
口
市
）
を
所
領
と
し
た
の
で
「
東
伊

奈
」
と
い
う
。

○
伊
奈
忠
治

文
禄
元
（
一
五
九
二
）
年
か
ら
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
。
忠
次
の
次
男
。
通
称
は
半
十

郎
。
兄
忠
政
が
継
い
で
い
た
関
東
郡
代
職
を
、
そ
の
没
後
に
継
承
し
た
。
父
と
兄
に
引
き
継
ぎ
、
利
根
川

東
遷
等
の
関
八
州
の
治
水
水
利
事
業
、
新
田
開
発
事
業
な
ど
を
展
開
し
た
。
常
陸
国
一
帯
の
築
堤
工
事
等

を
担
当
し
た
こ
と
か
ら
、
福
岡
堰
に
忠
治
を
祀
る
伊
奈
神
社
が
設
け
ら
れ
、
頌
徳
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
地
は
、
の
ち
伊
奈
町
（
現
つ
く
ば
み
ら
い
市
）
と
な
る
が
、
町
名
は
忠
治
に
由
来
す
る
。

○
伊
奈
忠
武

慶
安
五
（
一
六
五
二
）
年
ま
で
。
忠
次
の
三
男
。
忠
民
と
も
（
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
）
。
体

が
弱
か
っ
た
か
ら
か
、
早
く
に
出
家
。
日
誉
源
貞
上
人
と
号
す
。
源
長
寺
の
事
実
上
の
開
祖
と
な
り
、
の

ち
鴻
巣
勝
願
寺
住
職
を
経
て
、
鎌
倉
光
明
寺
の
住
職
と
な
り
、
最
後
は
京
都
知
恩
院
大
僧
正
で
終
わ
る
。

○
伊
奈
忠
公

寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
ま
で
。
忠
次
の
四
男
。
兵
蔵
と
称
す
。
伊
豆
国
吏
を
勤
め
た
。

○
伊
奈
忠
雪

慶
長
九
（
一
六
○
四
）
年
ま
で
。
忠
次
の
五
男
。
五
左
衛
門
と
称
す
。
書
院
番
の
番
士
を

つ
と
め
た
。

○
伊
奈
忠
克

元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
か
ら
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
ま
で
。
忠
治
の
嫡
子
。
通
称
は

半
左
衛
門
。
父
の
死
後
、
関
東
郡
代
職
と
赤
山
城
を
継
ぐ
。
玉
川
兄
弟
と
と
も
に
玉
川
上
水
開
設
に
関
わ

り
、
葛
西
用
水
開
発
や
新
利
根
川
開
鑿
な
ど
、
関
八
州
の
開
発
に
貢
献
し
た
。

○
伊
奈
治
詣

万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
ま
で
。
忠
治
の
次
男
。
半
弥
と
称
す
。
兄
が
赤
山
城
を
継
い
だ

折
り
に
、
知
行
分
与
を
得
、
千
五
百
石
を
領
し
、
常
陸
の
国
の
あ
る
郷
村
の
長
官
を
勤
め
た
。
名
を
忠
詣

と
す
る
も
の
も
あ
る
（
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
）
。

○
伊
奈
忠
臣

延
宝
（
二
一
六
七
四
）
年
ま
で
。
忠
治
の
三
男
。
五
兵
衛
と
称
す
。
兄
が
赤
山
城
を
継
い
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だ
折
り
に
知
行
分
与
を
得
、
千
五
百
石
を
領
し
、
書
院
番
の
番
士
に
列
せ
ら
れ
た
。

○
伊
奈
忠
常

慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
か
ら
延
宝
八
（
一
六
八
○
）
年
。
忠
克
の
嫡
子
。
半
十
郎
と
称

す
。
父
の
あ
と
を
継
い
で
、
関
東
郡
代
職
と
赤
山
城
を
継
承
し
た
。
引
き
続
き
治
水
工
事
や
新
田
開
発
に

携
わ
っ
た
。
赤
山
陣
屋
に
隣
接
す
る
源
長
寺
に
伊
奈
家
代
々
を
称
え
る
頌
徳
碑
（
本
碑
）
を
建
て
た
。

○
林
之
道

林
鵞
峰
。
元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
か
ら
延
宝
八
（
一
六
八
○
）
年
。
林
羅
山
の
三
男
。
諱

は
春
勝
、
恕
。
通
称
は
又
三
郎
、
字
は
子
和
・
之
道
、
号
は
鵞
峰
等
。
京
都
出
身
だ
が
、
父
と
と
も
に
江

戸
へ
出
て
幕
府
に
仕
え
た
。
父
の
死
後
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
に
林
家
を
嗣
ぐ
。
寛
文
三
（
一
六
六

三
）
年
に
弘
文
院
学
士
号
を
与
え
ら
れ
、
幕
府
の
機
密
に
あ
ず
か
っ
た
。
林
家
の
私
塾
を
幕
府
公
認
の
学

校
（
の
ち
の
昌
平
坂
学
問
所
）
へ
昇
格
さ
せ
た
。
本
碑
文
撰
文
は
、
五
十
五
歳
の
と
き
。

○
李
冰

戦
国
秦
の
人
。
昭
王
（
在
位
前
三
○
六
～
二
五
一
）
の
と
き
、
蜀
の
太
守
と
な
っ
て
、
岷
江
の

治
水
事
業
を
行
っ
た
。
特
に
都
江
堰
と
い
う
水
利
施
設
を
作
り
、
分
流
し
た
水
路
は
交
通
路
と
な
っ
た
が
、

水
量
に
余
裕
が
あ
れ
ば
灌
漑
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
水
路
の
通
る
地
方
で
は
、「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、

渠
（
人
工
の
溝
）
を
設
け
て
自
分
の
農
地
に
水
を
引
い
た
の
で
、
渠
の
数
は
何
万
、
何
十
万
に
ほ
ど
に
な

っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
蜀
は
「
沃
野
千
里
」
と
称
さ
れ
る
豊
か
な
土
地
と
な
っ
た
。
「
史
記
」

河
渠
書
・
「
漢
書
」
溝
洫
志
。

○
史
起

戦
国
魏
の
人
。
文
侯
（
在
位
前
四
四
五
～
三
九
六
）
の
と
き
、
西
門
豹
が
都
の
鄴
の
県
令
と
な

り
、
水
利
事
業
で
功
績
を
挙
げ
た
（
「
史
記
」
河
渠
書
）
。
文
侯
の
曾
孫
襄
王
（
在
位
前
三
一
九
～
二
九

六
）
が
西
門
豹
を
褒
め
る
と
、
史
起
は
西
門
豹
の
事
業
は
不
十
分
だ
と
し
、
鄴
の
県
令
と
な
っ
て
水
利
事

業
を
完
成
さ
せ
、
魏
を
豊
か
に
し
た
（
「
漢
書
」
溝
洫
志
）。

○
鄭
國

戦
国
韓
の
人
。
韓
は
、
隣
接
す
る
強
国
秦
を
疲
弊
さ
せ
る
た
め
、
水
利
技
術
者
で
あ
っ
た
鄭
国

を
秦
に
派
遣
し
、
広
大
な
地
域
を
カ
バ
ー
す
る
一
大
水
利
事
業
を
進
言
さ
せ
た
。
秦
は
そ
の
策
を
採
用
し

事
業
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
が
韓
の
策
略
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
鄭
国
を
殺
そ
う
と
す

る
秦
王
に
対
し
、
鄭
国
は
「
渠
を
作
る
こ
と
は
、
秦
の
国
力
を
削
ぐ
も
の
で
、
韓
に
と
っ
て
の
数
年
間
の

利
益
で
す
。
し
か
し
渠
が
完
成
す
る
こ
と
は
、
秦
に
と
っ
て
の
万
世
に
わ
た
る
利
益
と
な
り
ま
す
」
と
述

べ
た
。
秦
王
は
鄭
国
を
赦
し
、
水
利
事
業
を
継
続
さ
せ
た
。
完
成
し
た
水
路
は
、
痩
せ
地
に
汚
泥
の
混
ざ

っ
た
水
を
大
量
に
流
し
込
ん
で
地
味
を
肥
や
し
、
渭
水
盆
地
で
の
収
穫
量
は
格
段
に
上
昇
し
た
。
か
く
し

て
秦
は
富
強
と
な
り
、
つ
い
に
は
韓
を
含
む
諸
侯
を
併
合
し
て
天
下
を
統
一
し
た
。
秦
で
は
こ
の
渠
を
鄭

国
渠
と
名
づ
け
た
（
「
史
記
」
河
渠
書
・
「
漢
書
」
溝
洫
志
）。

○
白
公

鄭
国
渠
は
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
な
る
水
利
施
設
の
建
設
の
議
が

出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
対
費
用
面
な
ど
か
ら
見
送
ら
れ
て
い
た
。
武
帝
の
太
始
二
（
前
九
五
）
年
に
、

趙
大
夫
で
あ
っ
た
白
公
が
新
た
な
渠
の
開
鑿
を
上
奏
し
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
施
設
は
漢
中
の
田
地
四
千
五

百
頃
を
灌
漑
す
る
大
規
模
な
も
の
で
、
白
渠
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
饒
を
得
た
人
民
は
、
褒
め
歌
を
作

と
み

っ
た
。
「
鄭
國
在
前
、
白
公
在
後
。
…
…
且
漑
且
糞
、
長
我
禾
麥
。
衣
食
京
師
、
億
萬
之
口
（
前
に
は
鄭

国
様
が
お
ら
れ
た
が
、
後
の
今
は
白
公
様
が
お
ら
れ
る
。
…
…
（
白
公
様
が
開
か
れ
た
渠
に
よ
り
）
一
方

で
灌
漑
の
た
め
の
農
業
用
水
が
も
た
ら
さ
れ
、
一
方
で
肥
沃
な
土
を
運
ん
で
き
て
、
わ
た
し
の
禾
や
麦
を

育
成
す
る
。
か
く
し
て
都
に
衣
食
を
も
た
ら
し
、
億
万
も
の
人
々
を
養
う
の
だ
）
」（
「
漢
書
」
溝
洫
志
）。

○
廣
忠

松
平
広
忠
。
大
永
六
（
一
五
二
六
）
年
か
ら
天
文
十
八
（
一
五
四
九
）
年
。
幼
名
千
代
丸
、
諱

が
広
忠
、
通
称
岡
崎
三
郎
。
徳
川
家
康
の
父
。
三
河
岡
崎
城
主
。
隣
国
尾
張
織
田
家
か
ら
の
侵
攻
に
苦
し

み
、
嫡
子
の
竹
千
代
を
織
田
家
や
今
川
家
に
人
質
と
し
て
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

○
東
照
大
神
君

徳
川
家
康
。
天
文
十
一
（
一
五
四
三
）
年
か
ら
元
和
二
（
一
六
一
六
）
年
。
江
戸
幕
府
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初
代
将
軍
。
徳
川
家
の
祖
。
没
後
、
東
照
大
権
現
の
神
号
を
贈
ら
れ
、
東
照
宮
に
祀
ら
れ
て
神
格
化
し
た
。

○
豐
臣
關
白

豊
臣
秀
吉
。
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
か
ら
慶
長
三
（
一
五
九
八
）
年
。
木
下
藤
吉
郎
と

し
て
織
田
信
長
に
仕
え
、
武
勲
を
あ
げ
て
織
田
家
宿
老
の
一
人
と
な
る
。
信
長
の
死
後
、
そ
の
後
継
者
の

立
場
を
確
立
し
、
つ
い
に
天
下
を
統
一
し
た
。
関
白
の
職
に
補
任
さ
れ
、
天
皇
か
ら
豊
臣
の
姓
を
賜
っ
た
。

○
台
德
公

徳
川
秀
忠
。
天
正
七
（
一
五
七
九
）
年
か
ら
寛
永
九
（
一
六
三
二
）
年
。
徳
川
家
康
の
三
男

に
し
て
、
江
戸
幕
府
第
二
代
将
軍
。
戒
名
は
台
徳
院
殿
興
蓮
社
誉
入
西
大
居
士
。

○
大
猷
公

徳
川
家
光
。
慶
長
九
（
一
六
○
四
）
年
か
ら
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
。
徳
川
秀
忠
の
次
男

に
し
て
、
江
戸
幕
府
第
三
代
将
軍
。
参
勤
交
代
の
制
や
、
外
国
と
の
や
り
と
り
を
長
崎
に
限
定
し
て
幕
府

の
管
理
下
に
置
く
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
令
」
を
定
め
る
な
ど
、
幕
府
に
よ
る
統
治
の
基
礎
を
作
っ
た
。
諡

は
大
猷
院
。

○
今
大
君

碑
文
撰
文
の
寛
文
三
年
の
将
軍
は
、
徳
川
家
綱
。
寛
永
十
八
（
一
六
四
一
）
年
か
ら
延
宝
八

（
一
六
八
○
）
年
。
家
光
の
長
男
に
し
て
、
江
戸
幕
府
第
四
代
将
軍
。

●
補
足
注

○
源
長
寺

石
碑
の
建
つ
源
長
寺
は
浄
土
宗
の
寺
院
。
三
代
郡
代
忠
治
が
陣
屋
の
赤
山
の
地
に
あ
っ
た
古

寺
を
再
興
し
て
、
伊
奈
家
の
菩
提
寺
と
し
て
創
建
。
父
忠
次
ら
の
菩
提
寺
で
あ
る
鴻
巣
の
勝
願
寺
か
ら
円

誉
不
残
を
開
山
と
し
て
迎
え
た
。
二
代
住
職
日
誉
源
貞
は
忠
次
の
三
男
の
忠
武
。
四
代
郡
代
忠
克
以
降
の

墓
は
源
長
寺
に
あ
る
。
五
代
郡
代
忠
常
が
更
に
寺
の
整
備
を
し
て
頌
徳
碑
を
立
て
た
。
し
か
し
、
伊
奈
家

が
十
二
代
忠
尊
の
と
き
に
郡
代
を
罷
免
さ
れ
改
易
と
な
る
と
、
大
旦
那
が
没
落
し
た
源
長
寺
も
寺
勢
を
失

た
だ
た
か

い
、
寺
領
や
檀
家
を
ほ
と
ん
ど
失
う
に
至
っ
た
。
渡
辺
刀
水
は
昭
和
十
年
頃
の
こ
と
と
し
て
「
（
長
源
寺

は
）
廃
寺
と
な
っ
て
今
は
僅
か
に
庫
裡
を
存
す
る
の
み
で
、
村
の
共
同
墓
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
斯
様

の
情
け
な
い
有
様
で
あ
る
か
ら
、
忠
克
以
下
の
墓
な
ど
も
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
唯
一
つ
幸
の

こ
と
は
寛
文
十
三
年
に
伊
奈
忠
常
の
建
て
た
祖
先
の
紀
功
碑
が
儼
存
し
て
い
る
」
と
記
す
。
そ
の
す
ぐ
後

に
二
十
四
代
住
職
と
な
っ
た
広
誉
定
海
は
、
源
長
寺
の
再
興
を
期
し
て
寺
域
を
墓
園
化
し
檀
越
を
募
り
、

次
第
に
寺
勢
を
盛
り
返
し
た
。
そ
し
て
昭
和
六
十
三
年
に
至
り
、
本
堂
庫
裡
の
新
築
落
成
、
境
内
の
植
栽

整
備
を
見
、
現
在
の
源
長
寺
の
姿
と
な
っ
た
。
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＊
「
さ
き
た
ま
文
庫

源
長
寺
」
（
さ
き
た
ま
出
版
会
）
よ
り
転
載
。
居
並
ぶ
関
係
者
の
背
後
に
、
頌

31

徳
碑
が
墓
群
と
と
も
に
立
ち
並
ん
で
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

●
注

○
朝
散
大
夫

従
五
位
下
の
唐
名
。

○
甫

男
子
の
敬
称
で
字
の
後
ろ
に
つ
け
る
。

あ
ざ
な

《
一
》
前
書
き

○
草
萊

荒
れ
地
。
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○
任
土
地

任
は
、
ま
か
せ
る
。
あ
ら
か
じ
め
「
こ
う
」
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
土
地
の
あ
り
よ

う
や
善
し
悪
し
に
委
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
に
ふ
さ
わ
し
い
作
物
を
選
ぶ
こ
と
や
、
土
質
に
見
合
っ
た

税
率
を
か
け
る
こ
と
を
い
う
。
「
周
礼
」
地
官
載
師
・
鄭
司
農
注
に
「
任
地
、
謂
任
土
地
、
以
起
税
賦
也

（
地
に
任
せ
る
と
は
、
土
地
の
肥
痩
等
を
勘
案
し
て
適
切
な
賦
税
を
か
け
る
こ
と
）
」
と
あ
る
。
ま
た
「
商

君
書
」
算
地
に
「
凡
世
主
之
患
、
用
兵
者
不
量
力
、
治
草
萊
者
不
度
地
（
い
っ
た
い
、
世
の
君
主
に
と
っ

て
の
憂
う
べ
き
事
は
、
軍
隊
を
率
い
る
将
軍
が
彼
我
の
戦
力
を
量
ら
な
い
こ
と
（
そ
の
た
め
に
無
理
な
戦

い
を
し
て
し
ま
い
敗
れ
る
）
で
あ
り
、
荒
れ
地
を
治
め
て
開
墾
す
る
農
業
担
当
者
が
、
土
地
の
善
し
悪
し

と
民
の
力
と
を
計
ら
な
い
こ
と
（
計
ら
な
い
で
無
理
な
開
墾
を
進
め
て
民
を
疲
弊
さ
せ
た
り
、
不
相
応
な

税
金
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
土
地
の
あ
り
よ
う
を
勘
案
し
て
水
利
事

業
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

○
耕
稼

田
畑
を
耕
し
て
穀
物
を
植
え
る
こ
と
。

○
竹
帛

竹
簡
と
絹
布
。
漢
代
に
紙
が
実
用
化
す
る
以
前
の
、
書
写
の
素
材
。
書
物
を
言
う
。

○
亞

同
類
。

《
二
》
伊
奈
家
の
系
譜

○
其
家
譜

具
体
的
に
は
、
「
伊
奈
家
系
譜
略
」
（
杉
浦
文
書
、
『
伊
奈
氏
一
族
の
活
躍
』
）
が
碑
文
の
内

容
と
か
な
り
一
致
す
る
。

○
滿
快
曾
孫
爲
公
住
信
州
伊
奈

「
伊
奈
家
系
譜
略
」
に
は
「
滿
快
曾
孫
爲
住
信
州
伊
奈
」
と
あ
り
「
公
」

の
字
が
無
い
。
こ
う
で
あ
れ
ば
「
滿
快
の
曾
孫
、
信
州
伊
奈
に
住
む
を
な
す
」
と
読
め
、
「
爲
公
」
が
名

称
で
は
な
く
な
る
。

○
世
々

代
々
。

○
歴
々

並
ん
で
列
を
な
す
さ
ま
。
前
句
と
あ
わ
せ
て
、
代
々
続
い
て
、
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

○
参
州

三
河
。

○
小
島
城

現
愛
知
県
西
尾
市
小
島
。

○
奉
仕
廣
忠
君

近
年
の
研
究
で
は
、
広
忠
の
父
の
松
平
清
康
の
代
か
ら
仕
官
し
て
い
た
と
す
る
も
の
も

あ
る
（
本
間
清
利
『
家
康
政
権
と
伊
奈
忠
次
』
）。

《
三
》
伊
奈
忠
次
の
事
蹟

○
忠
次
初
名
熊
藏

熊
蔵
は
、
伊
奈
氏
が
初
め
て
城
主
と
な
っ
た
伊
奈
郡
の
地
名
で
あ
る
。
そ
こ
を
追
わ

く
ま
く
ら

れ
た
伊
奈
氏
は
、
代
々
幼
名
を
熊
蔵
と
名
乗
っ
た
。
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
忘
れ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

く
ま
ぞ
う

○
少
有
大
志

実
際
は
、
仕
官
の
口
を
失
っ
た
父
忠
家
と
と
も
に
、
流
浪
の
生
活
を
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。

○
奉
拜
東
照
大
神
君

奉
拝
は
、
熟
語
は
無
い
が
、
謹
ん
で
お
仕
え
す
る
。
本
間
清
利
は
、
忠
次
が
初

め
て
家
康
に
謁
見
し
た
の
は
、
天
正
十
二
（
一
五
八
四
）
年
で
、
家
臣
と
し
て
登
用
さ
れ
た
の
は
、
同

十
四
（
一
五
八
六
）
年
。
土
木
建
築
の
才
能
を
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
と
言
う
。

○
經
歴

あ
ち
こ
ち
巡
り
歩
く
。

○
参
遠
駿

三
河
遠
江
駿
河
。
家
康
の
所
領
。

○
省
歛

収
穫
を
巡
視
す
る
こ
と
。
次
の
句
の
開
墾
と
と
も
に
、
農
業
生
産
を
し
っ
か
り
と
管
理
し
、

且
つ
そ
れ
を
向
上
さ
せ
る
事
業
。

○
撫
民

人
民
を
撫
で
安
ん
ず
る
こ
と
。

○
天
正
十
八
年

西
暦
一
五
九
○
年
。

○
相
州

相
模
国
。

○
参
遠
駿
三
州

こ
れ
ら
家
康
の
領
地
は
、
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
途
上
に
あ
り
、
諸
将
が
こ
の
地
を
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通
過
す
る
こ
と
に
な
る
。

○
水
陸
事

水
陸
は
水
路
と
陸
路
。
軍
隊
や
輜
重
隊
が
通
る
街
道
の
整
備
や
、
渡
河
の
た
め
の
船
舶
の

用
意
な
ど
、
行
軍
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る
た
め
の
事
業
。
食
糧
や
宿
泊
地
の
手
配
な
ど
も
含
ま
れ
た
で

あ
ろ
う
。

○
富
士
川

甲
斐
と
信
濃
の
境
の
鋸
岳
を
源
と
し
、
主
に
甲
斐
内
を
南
下
し
、
最
後
は
駿
河
域
に
入
っ

て
、
現
富
士
市
あ
た
り
で
駿
河
湾
に
注
ぐ
。
出
羽
の
最
上
川
、
肥
後
の
球
磨
川
と
あ
わ
せ
て
日
本
三
大

急
流
と
さ
れ
る
。
中
世
は
大
名
が
渡
船
を
管
理
し
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
、
渡
船
が
存
在
し
た
。
た

だ
し
、
の
ち
の
秀
吉
の
渡
河
を
め
ぐ
る
話
は
、
三
河
の
吉
田
駅
で
の
こ
と
で
あ
り
、
富
士
川
と
は
直
接

関
係
し
な
い
。
南
流
し
て
、
東
西
交
通
を
阻
む
河
川
群
の
代
表
と
し
て
富
士
川
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

○
經
営

計
画
を
立
て
て
事
業
を
営
む
。

○
既
而

ま
も
な
く

○
参
州
吉
田
驛

現
愛
知
県
豊
橋
市
。
渥
美
湾
に
注
ぐ
豊
川
沿
い
に
位
置
す
る
。

○
其
從

従
軍
す
る
兵
士
。

○
霖
雨

長
雨
。

○
自
若

普
段
と
変
わ
ら
ず
動
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

○
信
宿

二
泊
す
る
。

○
啓

申
し
上
げ
る
。

○
御
轅

貴
人
の
乗
り
物
。
転
じ
て
貴
人
そ
の
も
の
を
指
し
、
こ
こ
で
は
秀
吉
の
こ
と
。

○
留
連

留
ま
る
。

○
大
堰
富
士
川

堰
は
水
を
堰
き
止
め
る
人
工
の
施
設
。
こ
こ
で
は
川
の
水
で
は
な
く
、
軍
馬
の
進
行
を

妨
げ
る
も
の
と
し
て
堰
の
字
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
則
ち
富
士
川
と
い
う
大
い
な
る
障
壁
の
意
と

解
し
た
。

○
台
慮

台
は
敬
意
を
表
す
言
葉
。
台
顔
は
、
尊
顔
。
台
慮
で
、
あ
な
た
様
の
お
考
え
。

○
訛
言

あ
や
ま
っ
た
噂
。

○
戰
期
未
刻
日

戦
期
は
、
戦
争
の
期
間
。
刻
日
は
、
期
日
を
定
め
る
こ
と
。
こ
の
文
で
、
こ
の
た
び
の
戦

い
く
さ

は
期
日
が
決
ま
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
長
期
戦
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

○
大
駕

天
子
の
乗
り
物
、
ま
た
天
子
そ
の
も
の
。
こ
こ
で
は
関
白
秀
吉
の
こ
と
。

○
拘

制
限
さ
れ
る
の
意
だ
が
、
「
拘
勝
敗
」
は
、
勝
敗
に
影
響
す
る
の
意
味
だ
ろ
う
。

○
病

苦
し
め
ら
れ
る
、
困
難
だ
と
思
う
。

○
累
月

数
ヶ
月
。

○
殲

ほ
ろ
ぶ
。

○
關
左

関
東
。

○
八
州

武
蔵
相
模
安
房
下
総
上
総
常
陸
下
野
上
野
。

○
登
時

即
座
に
、
す
ぐ
に
。
こ
こ
で
は
、
北
條
氏
を
滅
ぼ
す
と
す
ぐ
に
。

○
斛

量
の
単
位
。
石
に
同
じ
。
中
国
で
は
百
升
（
二
十
㍑
）。
日
本
で
は
十
斗
（
百
八
十
㍑
）
。

こ
く

○
不
日

ほ
ん
の
短
い
時
間
、
ま
も
な
く
。

○
途
中

道
の
半
ば
、
目
的
地
へ
た
ど
り
着
く
ま
で
の
間
。

○
億
兆

数
が
極
め
て
多
い
さ
ま
。

○
旬

十
日
間
。
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○
郷
邑

同
郷
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
地
元
の
意
と
解
し
た
。
具
体
的
に
は
北
條
氏
の
土
地
。

○
田
畯

農
業
を
司
る
役
人
。
北
條
氏
の
米
倉
奉
行
。

○
納
税
之
數

北
條
氏
へ
納
め
た
税
と
し
て
の
穀
物
の
数
値
。

○
彼
此

北
條
の
米
倉
奉
行
の
元
に
あ
る
徴
税
記
録
と
、
現
在
手
元
に
あ
る
穀
物
の
量
。

○
私

私
的
な
思
惑
、
私
意
。

○
商
量

計
る
。

○
許
多

た
く
さ
ん
、
あ
ま
た
。

○
才
量

才
能
と
度
量
。

○
今
般

今
回
、
こ
の
た
び
。

○
麾
下

麾
は
大
将
の
旗
。
大
将
の
旗
の
下
。
転
じ
て
将
軍
の
部
下
。

○
小
室

今
の
伊
奈
町
の
中
心
部
あ
た
り
。

○
鴻
巣

今
の
鴻
巣
市
。

○
市
川

今
の
市
川
市
。

○
松
戸

今
の
松
戸
市
。
前
項
の
市
川
と
と
も
に
、
武
蔵
と
下
総
の
国
境
に
あ
た
る
。

○
房
川

今
の
栗
橋
。
武
蔵
と
下
総
の
国
境
に
な
る
利
根
川
に
面
し
、
奥
羽
方
面
へ
向
か
う
日
光
街
道
の

関
所
。
橋
は
架
け
ら
れ
ず
渡
し
船
が
行
き
来
し
、
房
川
の
渡
し
と
呼
ば
れ
た
。

○
不
軌
之
輩

規
則
を
逸
脱
し
た
不
逞
の
連
中
。
「
伊
奈
忠
次
の
生
涯
」
に
よ
れ
ば
、
常
陸
の
車
丹
波
ら

が
一
揆
を
起
こ
し
、
忠
次
に
鎮
圧
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
慶
長
七
年
の
こ

と
で
あ
り
、
後
述
す
る
上
杉
攻
め
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
碑
文
の
記
述
の
順
番
に

前
後
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

○
蜂
起

蜂
の
群
れ
が
急
に
飛
ぶ
よ
う
に
、
兵
乱
が
一
斉
に
起
こ
る
こ
と
。

○
蟻
同

蟻
の
よ
う
に
群
が
り
集
ま
る
。

○
合
圍

四
方
か
ら
取
り
囲
む
。

○
慶
長
五
年

西
暦
一
六
○
○
年
。
家
康
の
上
杉
攻
め
を
契
機
と
し
て
、
東
西
の
緊
張
が
高
ま
り
、
関
ヶ

原
の
戦
い
へ
と
突
入
す
る
。

○
奮
然

奮
い
立
つ
さ
ま
。

○
號
備
前
守

本
碑
で
は
、
備
前
守
を
名
乗
る
の
は
、
叙
勲
と
同
じ
頃
と
し
て
お
り
、
慶
長
五
年
の
こ
と

と
読
め
る
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
初
め
は
駿
河
守
と
名
乗
っ
て
お
り
、
慶
長
四
年
八
月
ご
ろ
に
備
前
守

と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
「
伊
奈
忠
次
の
生
涯
」
）。

○
田
疇

耕
作
地
。

○
厚
牆
壁

牆
壁
は
、
こ
こ
で
は
堤
防
だ
ろ
う
。
堤
防
の
整
備
。

○
莠
草

エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
。
稲
に
似
て
い
て
そ
の
成
長
妨
げ
る
害
草
。

○
楮

こ
う
ぞ
。
和
紙
の
原
料
と
な
る
。

○
察

鉱
物
か
ら
立
ち
昇
る
「
気
」
を
観
察
察
知
し
て
、
そ
の
あ
り
か
を
探
る
こ
と
。

○
鹽
硝

卜
消
。
鉱
物
由
来
の
薬
品
の
名
。
消
化
剤
、
ま
た
、
動
物
の
皮
革
を
柔
ら
か
く
す
る
の
に
用
い

る
。
硫
黄
と
と
も
に
鉱
物
由
来
の
産
物
を
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

○
有
無
交
易

有
り
余
る
も
の
を
無
い
と
こ
ろ
へ
互
い
に
流
通
さ
せ
る
。

○
壁
岡
陵

壁
は
、
壁
と
し
て
築
く
。
岡
陵
も
自
然
地
形
で
は
な
く
、
堤
防
だ
ろ
う
。

○
注
於
海

直
接
的
に
は
利
根
川
の
東
遷
を
指
す
か
。

○
倍
蓯

数
倍
、
な
い
し
五
倍
。
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○
豐
賑

熟
語
は
な
い
が
、
豊
か
に
賑
わ
う
。
増
加
す
る
こ
と
。

○
恤

あ
わ
れ
む
だ
が
、
金
銭
な
ど
の
援
助
を
し
て
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
含
む
。

○
鰥
寡

老
い
て
連
れ
合
い
の
無
い
も
の
。
身
寄
り
の
無
い
老
人
。

○
仁
惠

い
つ
く
し
み
と
恵
み
。

○
甲
斐
國
吏

甲
斐
国
代
官
だ
ろ
う
。

○
多
力

力
が
強
い
。

○
小
豎

人
を
見
下
し
て
言
う
語
。
小
僧
、
こ
わ
っ
ぱ
。
大
人
物
で
な
い
小
物
。

○
下
吏

位
階
官
位
の
低
い
役
人
。

○
手
刃

手
ず
か
ら
殺
す
こ
と
。

○
以
傳
于
家

家
宝
と
し
て
伝
え
さ
せ
た
。

○
鈞
命

君
主
の
命
令
。
和
語
。

○
按
檢

取
り
調
べ
検
証
す
る
。

○
舊
貫

昔
か
ら
の
習
わ
し
、
古
い
制
度
慣
習
。
こ
こ
で
は
寺
社
の
由
来
や
資
格
を
調
査
し
た
こ
と
を
い

う
の
だ
ろ
う
。

○
計
其
宜

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
の
由
来
資
格
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
つ
ま
り
所
領
（
石
高
）
を
計
算
す
る
。

○
寄

与
え
る
。

○
租
戸

小
作
人
。
小
作
人
が
耕
す
農
地
を
表
す
の
だ
ろ
う
。

○
官
印

こ
こ
で
は
朱
印
状
。

○
式

標
準
・
資
格
。
こ
こ
で
は
朱
印
状
に
記
さ
れ
た
石
高
。

○
江
府

江
戸
。

○
登
營

営
は
、
軍
営
。
幕
府
の
役
所
や
本
城
に
参
上
す
る
こ
と
だ
が
、
将
軍
の
政
務
の
場
に
赴
く
こ
と

だ
ろ
う
。

○
顧
問

天
子
が
臣
下
の
意
見
を
聞
く
こ
と
。
こ
こ
で
は
神
君
か
ら
請
わ
れ
て
意
見
具
申
す
る
こ
と
。

○
蒙
徽
音

徽
は
、
よ
い
こ
と
。
徽
音
は
、
よ
い
評
判
。
そ
れ
を
蒙
る
と
は
、
お
褒
め
に
あ
ず
か
る
こ
と

だ
ろ
う
。

○
眷
遇

特
別
待
遇
で
目
を
か
け
る
こ
と
。

○
仕
優

熟
語
は
な
い
が
、
仕
官
し
て
優
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
。

○
殺
人

死
刑
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

○
倚
頼

頼
る
。

○
民
事

民
政
と
同
じ
。

○
陪
從

貴
人
に
付
き
従
う
付
き
人
。
扈
従
者
。

○
辱

恐
縮
し
て
あ
り
が
た
く
受
け
る
こ
と
。

○
恩
禄

熟
語
は
な
い
が
、
恩
寵
と
俸
禄
。

○
慶
長
十
五
年

西
暦
一
六
一
○
年
。

○
城
下
之
家

江
戸
城
下
の
自
宅
の
屋
敷
。

○
時
年
五
十
七

「
諸
家
系
譜
」
に
は
「
年
六
十
一
」
と
あ
り
、
渡
辺
以
下
諸
説
は
こ
ち
ら
を
取
る
。

○
號
勝
林
院
源
長

「
伊
奈
家
系
譜
略
」
に
は
「
諡
勝
林
院
殿
前
備
州
太
守
秀
誉
源
長
居
士
」
と
あ
る
。

○
鴻
巣
勝
願
寺

浄
土
宗
知
恩
院
末
。

○
寺
側

寺
の
墓
地
と
い
う
こ
と
。

《
四
》
そ
の
後
の
伊
奈
一
族
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①
伊
奈
忠
政

○
繩
武

武
（
歩
、
事
蹟
）
を
受
け
継
ぐ
。

○
元
和
元
年

西
暦
一
六
一
五
年
。

○
難
波
之
役

大
坂
の
戦
役
。
こ
こ
で
は
大
坂
夏
の
陣
。

○
陌
刀

長
刀
。

○
一
舉

ひ
と
つ
の
挙
動
。

○
水
運
不
通

大
坂
城
へ
の
武
器
や
兵
糧
を
運
ぶ
水
運
が
断
た
れ
た
こ
と
。

○
塹
池

塹
は
、
城
壁
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
水
堀
。
池
も
同
義
。

○
乾
涸

干
上
が
る
。

○
鴫
野
堤

鴫
野
の
戦
い
は
、
夏
の
陣
前
年
の
冬
の
陣
に
お
け
る
戦
い
の
ひ
と
つ
。
大
坂
城
東
北
の
大
和

川
南
岸
に
鴫
野
村
が
あ
り
、
あ
た
り
は
湿
地
帯
で
鴫
野
堤
く
ら
い
し
か
軍
馬
を
展
開
さ
せ
る
と
こ
と
が
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
豊
臣
方
と
徳
川
方
が
武
力
衝
突
し
た
。
徳
川
方
の
上
杉
景
勝
が
勝
利
を
収
め
、
鴫
野
堤

を
占
拠
し
た
。
伊
奈
忠
政
が
、
ど
の
隊
に
属
し
て
戦
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
な
お
「
諸
家
系
譜
」
に

は
「
忠
政
、
元
和
元
卯
年
大
坂
表
夏
御
陣
之
節
、
於
鴫
野
表
合
戦
自
身
斬
敵
七
人
、
従
士
共
都
而
得
首
卅

級
」
と
あ
る
。

②
伊
奈
忠
治

○
父
之
風

忠
次
の
内
政
官
と
し
て
の
風
格
。

○
地
力

土
地
が
生
物
を
生
育
す
る
力
。

○
公
廨

役
所
。

○
邑
吏
之
長

地
方
官
の
長
。
関
東
郡
代
の
こ
と
。

○
新
畝

畝
は
耕
作
地
。
新
田
。

○
武
州
赤
山
七
千
石

今
の
川
口
市
の
赤
山
陣
屋
を
本
拠
と
し
た
。

○
馭
藝

熟
語
は
な
い
が
、
馬
術
。

○
馳
驅

馬
を
速
く
走
ら
せ
る
こ
と
。

○
英
覧

叡
覧
の
音
通
だ
ろ
う
。
天
子
が
御
覧
に
な
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
将
軍
の
御
覧
に
入
れ
た
。

○
命

天
子
か
ら
の
指
事
、
帝
王
の
指
令
だ
が
、
こ
こ
で
は
将
軍
の
お
言
葉
、
く
ら
い
だ
ろ
う
。

○
爬
痒
處

隔
靴
掻
痒
で
は
な
い
こ
と
。
か
ゆ
い
と
こ
ろ
を
搔
く
だ
が
、
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
。

○
顧
遇

目
を
か
け
て
手
厚
く
遇
す
る
こ
と
、
厚
遇
。

○
恩
賚

天
子
が
慈
し
み
の
心
か
ら
、
ま
た
臣
下
の
功
績
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
与
え
る
賜
物
。

○
渥

非
常
に
手
厚
い
。

③
忠
治
の
弟

○
避
世

出
家
す
る
こ
と
。

○
隊
番
士

隊
番
は
、
殿
中
に
宿
直
勤
番
す
る
番
衆
（
交
替
勤
務
者
）
の
組
。
隊
番
士
は
、
番
衆
を
指
す

だ
ろ
う
。
渡
辺
は
書
院
番
と
す
る
。
若
年
寄
に
属
し
、
殿
中
の
警
護
や
将
軍
外
出
時
の
護
衛
、
儀
式
の
事

務
な
ど
に
あ
た
っ
た
。
各
組
に
、
番
頭
、
組
頭
が
各
一
名
、
番
士
が
五
十
名
つ
い
た
。

④
伊
奈
忠
克

○
聽

聞
い
て
学
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

○
古
道

聖
賢
が
理
想
と
し
た
生
き
方
、
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
祖
父
忠
次
の
生
き
方
や
事
蹟
で
は
な
い
か
。

○
承
應
元
年

西
暦
一
六
五
二
年
。

○
新
鑿
武
野
七
十
餘
里
、
始
通
多
麻
川
之
水

玉
川
上
水
の
開
鑿
。
羽
村
取
水
堰
で
多
摩
川
か
ら
取
水
し
、
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武
蔵
野
台
地
を
東
流
し
て
江
戸
へ
導
い
た
も
の
。
の
ち
野
火
止
用
水
や
千
川
上
水
な
ど
多
く
の
分
水
が
開

鑿
さ
れ
、
武
蔵
野
の
地
の
農
業
生
産
力
の
向
上
に
も
大
い
に
寄
与
し
た
。
開
鑿
の
経
緯
と
し
て
は
、
承
応

元
年
に
上
水
の
開
鑿
が
計
画
さ
れ
、
老
中
で
川
越
藩
主
の
松
平
信
綱
が
工
事
の
総
奉
行
、
伊
奈
忠
治
（
そ

の
没
後
は
忠
克
）
が
水
道
奉
行
を
つ
と
め
、
庄
右
衛
門
・
清
右
衛
門
兄
弟
（
玉
川
兄
弟
）
が
工
事
を
請
負

っ
た
。
承
応
三
年
に
は
工
事
が
完
成
し
、
江
戸
市
中
へ
の
通
水
が
行
わ
れ
た
。

○
比
屋

軒
並
み
、
家
々
。

○
行
旅

行
き
来
す
る
旅
人
。

○
歴
過
之
人

通
り
過
ぎ
る
人
。
前
句
と
併
せ
て
旅
人
だ
が
、
水
路
で
物
資
の
運
搬
を
す
る
商
人
や
船
人

も
含
む
だ
ろ
う
。

○
寛
文
四
年

西
暦
一
六
六
四
年
。
こ
の
年
、
米
沢
藩
（
三
十
万
石
）
が
半
知
（
十
五
万
石
）
召
し
上
げ

と
な
り
、
そ
の
土
地
は
幕
領
と
な
っ
た
。

○
監
吏

郡
レ
ベ
ル
を
監
督
す
る
官
吏
で
あ
ろ
う
。

○
憲
條

熟
語
は
な
い
が
、
法
令
や
制
度
だ
ろ
う
。

⑤
忠
克
の
弟

○
縣
吏

県
は
郡
の
下
の
単
位
。
郷
か
、
広
義
の
村
で
あ
ろ
う
。

⑥
忠
常

○
規
式

熟
語
は
な
い
が
、
法
則
・
き
ま
り
基
準
な
ど
。

○
功
効

業
績
。

《
五
》
建
碑
の
こ
と

○
功
勞

も
の
ご
と
の
た
め
に
尽
く
し
た
貢
献
。

○
始
末

始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
顛
末
。

○
詩
曰

「
詩
経
」
大
雅
・
蕩
に
「
靡
不
有
初
、
鮮
克
有
終
（
善
事
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
で
も
始

め
る
こ
と
は
あ
る
が
、
終
わ
り
ま
で
そ
れ
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
少
な
い
）
」
と
あ
る
。

○
分
憂
之
任

民
と
憂
い
を
分
か
ち
あ
う
任
務
。
国
司
や
郡
主
と
い
っ
た
地
方
行
政
官
。

○
循
良

法
律
を
守
っ
て
善
良
な
官
吏
。

○
謀

計
画
計
略
。
こ
こ
で
は
教
え
や
お
手
本
だ
ろ
う
。

○
聲
問

手
紙
、
た
よ
り
。
こ
こ
は
聲
聞
（
評
判
）
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

《
六
》
銘

○
銘

韻
文
の
一
種
。
碑
文
は
事
柄
を
客
観
的
に
記
述
す
る
散
文
の
「
碑
記
」
と
、
そ
の
こ
と
を
情
緒

的
に
韻
文
で
う
た
う
「
銘
」
か
ら
な
る
。
銘
を
伴
わ
な
い
碑
文
も
あ
る
。

○
司
農

周
代
の
官
職
。
農
業
・
食
糧
・
財
政
を
担
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
文
官
の
う
ち
実
際
に
地
方
を

統
治
す
る
地
方
行
政
官
を
指
す
だ
ろ
う
。

○
暗
合

自
ず
と
意
味
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
。

○
古
職

熟
語
は
無
い
が
、
古
い
時
代
に
も
存
し
た
職
務
だ
ろ
う
。

○
正
界

境
界
線
を
正
し
い
も
の
に
す
る
。

○
洫

用
水
路
。

○
直

直
諫
す
る
こ
と
。

○
五
品

品
は
中
国
の
官
位
。
九
品
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
各
品
に
正
・
従
が
あ
る
。
こ
れ
を
用
い
て
日
本

の
官
位
で
あ
る
「
位
」
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
。
忠
次
の
、
従
五
位
の
漢
語
的
表
現
。

○
陟

昇
進
。
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○
則

準
則
、
モ
デ
ル
。

●
口
語
訳
（
章
立
て
と
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
）

【
碑
銘
の
題
目
】

従
五
位
下
備
前
權
守
伊
奈
氏
の
碑
銘
。

【
撰
述
者
】

弘
文
学
士
院
林
之
道
殿
の
撰
述
。

《
一
》
前
書
き

【
大
い
な
る
水
利
事
業
の
功
績
】

い
っ
た
い
荒
れ
地
を
切
り
開
き
、
土
地
の
あ
り
よ
う
に
従
っ
て
水
利
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
、
耕
作
や

播
殖
の
便
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
は
そ
こ
か
ら
利
益
恩
恵
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
都
江
堰
を
作
り
蜀
の
地
を
沃
野
に
変
え
た
李
冰
の
名
は
蜀
の
歴
史
書
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
、
魏

の
都

鄴

の
周
辺
に
水
を
引
い
て
そ
の
地
を
豊
か
に
し
た
史
起
は
魏
の
国
で
そ
の
名
が
有
名
に
な
っ
た
。

ぎ
よ
う

鄭
国
渠
を
作
り
関
中
の
地
味
を
あ
げ
て
収
穫
量
を
倍
増
さ
せ
た
鄭
国
は
、
秦
の
国
の
富
を
増
加
さ
せ
た
の

で
あ
り
、
漢
の
白
公
は
新
た
な
渠
を
開
鑿
し
て
漢
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
水
利

事
業
に
関
す
る
功
績
が
書
籍
に
記
さ
れ
、
そ
の
名
が
末
永
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。

伊
奈
忠
次
は
、
李
冰
や
史
起
と
同
類
の
も
の
で
あ
り
、
鄭
国
や
白
公
の
流
れ
を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

《
二
》
伊
奈
家
の
系
譜

【
忠
次
の
系
譜
】

伊
奈
家
の
系
譜
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
。

伊
奈
忠
次
は
、
清
和
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
源
多
田
満
快
の
末
裔
で
あ
る
。

満
快
の
曾
孫
で
あ
る
為
公
が
、
信
濃
国
伊
奈
に
住
み
着
き
、
邑
名
の
伊
奈
を
氏
と
し
た
。

以
後
代
々
続
い
て
、
忠
基
の
代
に
な
っ
て
、
信
濃
か
ら
三
河
へ
移
り
住
み
、
小
島
城
を
居
城
と
し
た
。

そ
し
て
三
河
岡
崎
城
主
の
松
平
広
忠
に
仕
え
た
。

忠
基
の
子
が
忠
家
で
あ
る
。
こ
の
忠
家
が
、
忠
次
の
父
親
に
あ
た
る
。

《
三
》
伊
奈
忠
次
の
事
蹟

【
少
年
期
の
忠
次
】

忠
次
、
初
め
の
名
は
熊
蔵
と
言
っ
た
。

年
若
い
こ
ろ
か
ら
、
大
き
な
志
を
抱
い
て
い
た
。

【
東
照
大
神
君
に
仕
え
、
内
政
官
と
し
て
精
勤
】

東
照
大
神
君
徳
川
家
康
公
に
お
仕
え
し
た
。

三
河
遠
江
駿
河
の
領
内
を
経
巡
り
、
収
穫
を
巡
視
し
た
り
、
開
墾
を
進
め
た
り
し
て
、
農
業
生
産
力

の
向
上
と
管
理
の
事
業
に
勤
め
、
国
を
富
ま
し
、
人
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
た
。

【
小
田
原
攻
め
：
東
征
軍
交
通
路
の
整
備
】

天
正
十
八
年
、
関
白
秀
吉
は
、
東
方
へ
、
相
模
の
北
条
氏
征
討
の
軍
を
興
し
た
。

神
君
は
、
忠
次
に
、
東
征
軍
が
通
過
す
る
三
河
遠
江
駿
河
三
国
の
街
道
の
整
備
と
、
多
く
の
河
川
を

渡
河
す
る
た
め
の
船
舶
の
準
備
を
担
当
さ
せ
た
。
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と
り
わ
け
重
要
課
題
と
し
て
富
士
川
渡
河
に
つ
い
て
諭
し
て
言
っ
た
、

「
富
士
川
は
奔
流
が
激
し
く
急
で
あ
る
。
舟
を
並
べ
て
つ
な
い
で
、
仮
の
橋
梁
を
作
り
、
兵
士
軍
馬
が

流
さ
れ
沈
ん
で
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
。

忠
次
は
拝
聴
し
、
自
ら
現
地
を
経
巡
っ
て
視
察
し
、
計
画
を
立
て
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
力
を

注
い
だ
。
か
く
し
て
仮
の
橋
梁
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
。

【
小
田
原
攻
め
：
渡
河
延
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
】

ま
も
な
く
、
関
白
は
三
河
の
吉
田
駅
に
到
着
し
た
。
従
軍
す
る
軍
勢
は
雲
の
よ
う
な
大
軍
で
あ
っ
た
。

お
り
し
も
、
長
雨
で
川
の
流
れ
は
激
し
く
、
加
え
て
大
風
が
吹
い
て
い
た
。
し
か
し
、
関
白
は
何
も
気

に
せ
ず
馬
を
進
め
よ
う
と
し
た
。

諸
将
は
み
な
、
吉
田
で
二
三
泊
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
関
白
を
畏
れ
て
誰
も
何
も
言
え
な
い
で
い

た
。す

る
と
忠
次
が
関
白
の
馬
前
に
跪
い
て
、
申
し
上
げ
て
言
っ
た
、

「
風
雨
が
烈
し
く
、
士
卒
も
疲
弊
し
て
い
ま
す
。
御
身
を
こ
の
地
に
し
ば
ら
く
留
め
る
の
が
よ
ろ
し
い
か

と
」
と
。

関
白
は
叱
り
つ
け
て
言
っ
た
、

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
何
日
も
留
ま
っ
て
日
を
費
や
し
て
い
た
ら
、
急
流
の
大
河
で
あ
る
障
壁
富
士
川
な
ど

容
易
に
わ
た
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
ぞ
。
風
雨
を
も
の
と
も
せ
ず
、
速
や
か
に
渡
河
し
て
進
む
の
が

よ
い
の
だ
。
お
ま
え
は
、
何
を
言
う
の
か
（
的
外
れ
な
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
、
の
意
）」
と
。

す
る
と
忠
次
は
重
ね
て
申
し
上
げ
た
、

「
小
規
模
な
軍
隊
の
場
合
は
、
お
上
の
お
言
葉
の
通
り
に
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。
し
か
し
、

現
在
こ
こ
に
い
る
の
は
、
四
十
万
に
も
お
よ
ぶ
大
軍
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
軍
が
大
雨
の
中
を
無
理
し
て

進
み
、
大
風
を
受
け
な
が
ら
競
い
合
っ
て
大
河
を
渡
河
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
流
さ
れ
て
水
没
し
て
し

ま
う
人
馬
が
出
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。仮
に
不
幸
に
も
十
人
の
兵
士
が
流
さ
れ
た
な
ら
ば
、

噂
が
昂
じ
て
、
百
人
千
人
が
流
さ
れ
た
、
と
言
う
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
噂
が
広
ま
る

こ
と
は
、
敵
の
北
條
方
を
利
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
勢
い
を
盛
ん
に
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

ま
し
て
、
こ
の
た
び
の

戦

は
長
期
戦
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
、
関
白
殿
下
に
は

い
く
さ

ご
休
息
に
な
り
、
士
卒
た
ち
も
休
ま
せ
る
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。

殿
下
の
武
力
と
威
厳
は
、
赫
々
光
り
輝
く
盛
大
な
も
の
で
、
国
中
が
畏
れ
ひ
れ
伏
し
て
い
ま
す
。
い
ま

こ
こ
で
数
日
ば
か
り
急
い
だ
り
遅
れ
た
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
勝
敗
に
影
響
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
」
と
。

関
白
は
言
っ
た
、

「
ま
っ
た
く
お
ま
え
の
言
う
通
り
だ
」
と
。

か
く
し
て
吉
田
駅
に
三
日
間
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
日
後
に
は
、
雨
も
や
ん
で
晴
れ
、
風
も
収
ま
っ
た
。
大
軍
も
滞
る
こ
と
な
く
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
間
に
渡
河
の
た
め
の
仮
橋
も
完
成
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
大
河
の
富
士
川
も
問
題
な
く
渡
る
こ
と
が

で
き
た
。

人
々
は
喜
ん
で
言
っ
た
、

「
忠
次
の
一
言
が
、
数
万
の
士
卒
に
三
日
間
呼
吸
す
る
い
と
ま
（
休
息
）
を
も
た
ら
し
た
」
と
。

そ
し
て
そ
の
数
ヶ
月
後
、
北
條
氏
は
秀
吉
に
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

【
北
條
氏
が
収
蔵
し
て
い
た
兵
糧
米
の
計
量
】

北
條
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
神
君
が
初
め
て
関
八
州
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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す
る
と
関
白
は
、
す
ぐ
さ
ま
北
條
氏
の
保
有
し
て
い
た
兵
糧
米
数
十
万
石
を
神
君
に
付
託
し
た
。
神
君

は
忠
次
を
小
田
原
に
留
め
、
官
吏
と
と
も
に
兵
糧
米
の
量
を
量
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
自
分
は
関

白
と
と
も
に
、
奥
州
遠
征
へ
と
出
か
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
ま
も
な
く
忠
次
が
神
君
に
追
い
つ
い
て
き
た
。

神
君
は
言
っ
た
、

「
米
倉
は
多
数
あ
り
、
兵
糧
米
も
膨
大
な
量
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
私
は
、
計
量
す
る
の
に
は
十
日
以
上
か

か
る
と
予
想
し
て
い
た
の
だ
が
、
君
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
短
時
間
で
計
量
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」

と
。忠

次
は
申
し
上
げ
た
、

「
私
が
考
え
ま
す
に
、
今
兵
糧
米
を
計
量
し
た
と
し
て
、
そ
の
結
果
が
多
か
ろ
う
が
少
な
か
ろ
う
が
、
そ

の
量
を
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
米
倉
を
、
担
当

の
役
人
と
私
と
で
、
封
印
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
旧
北
條
方
の
米
倉
奉
行
に
、
兵
糧
米
を
納
め
さ

せ
た
と
き
の
数
値
を
書
き
出
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
米
倉
役
人
が
書
き
出
し
た
数
値
と
実
際
の
兵

糧
米
の
量
と
の
間
に
私
的
な
思
惑
が
入
る
余
地
は
な
く
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
早
い
時
間
で
事

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

も
し
も
わ
ざ
わ
ざ
米
倉
ご
と
に
点
検
し
、
一
石
ご
と
計
量
し
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
あ
ま
た
の
日
時
を
浪

費
し
た
う
え
で
、
何
の
善
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

神
君
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
め
っ
た
に
で
き
な
い
素
晴
ら
し
い
対
応
だ
、
と
し
た
。

関
白
も
役
人
た
ち
が
予
想
よ
り
も
早
く
追
い
つ
い
て
き
た
の
で
、
そ
の
わ
け
を
問
う
た
。

役
人
た
ち
は
、
忠
次
が
言
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
関
白
に
答
え
た
。

関
白
は
、
大
い
に
感
じ
入
っ
て
言
っ
た
、

「
私
は
長
い
間
、
忠
次
に
才
能
と
度
量
が
あ
る
の
は
分
か
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
た
び
の
彼
の
行
為
は
、

そ
の
決
断
力
が
抜
群
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。
私
の
部
下
に
こ
れ
ほ
ど
の
人
材
が
い
る
と
は

思
え
な
い
。
彼
が
も
し
も
私
に
仕
え
る
な
ら
ば
、
一
万
石
の
所
領
取
り
に
昇
格
さ
せ
る
の
だ
が
」
と
。

神
君
も
と
て
も
喜
ん
だ
。
そ
し
て
三
河
の
小
島
の
旧
領
の
安
堵
に
加
え
、
新
た
に
武
蔵
の
小
室
と
鴻
巣

な
ど
、
合
計
一
万
石
の
領
地
を
忠
次
に
賜
与
し
た
。

【
関
八
州
の
徴
税
官
と
関
所
の
守
備
を
担
当
】

そ
し
て
忠
次
は
、
関
八
州
の
徴
税
官
を
担
当
し
、
加
え
て
、
市
川
松
戸
房
川
の
三
つ
の
関
所
の
管
理
官

に
補
任
さ
れ
た
。

常
陸
に
駐
在
し
て
い
た
と
き
、
規
則
を
逸
脱
し
た
不
逞
の
輩
が
、
群
が
り
集
ま
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
忠
次
は
、
た
だ
ち
に
部
下
の
手
勢
を
率
い
、
賊
を
包
囲
し
、
一
人
残
ら
ず
誅
殺
し
た
の

だ
っ
た
。

【
房
川
の
守
り
】

慶
長
五
年
、
神
君
は
上
杉
景
勝
を
討
つ
た
め
東
征
に
出
た
。
そ
の
途
上
、
し
ば
し
武
蔵
国
境
の
房
川
に

馬
を
駐
め
た
。

忠
次
は
、
奮
い
立
っ
て
御
前
に
進
み
出
て
言
っ
た
、

「
こ
の
微
臣
に
こ
の
関
所
の
守
備
を
お
任
せ
く
だ
さ
い
。
た
と
え
数
万
も
の
敵
軍
が
競
う
よ
う
に
し
て
や

っ
て
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
利
根
川
の
渡
河
は
許
し
ま
せ
ん
」
と
。

神
君
は
そ
の
申
し
出
を
「
可
」
と
し
、
忠
次
を
こ
こ
に
残
し
て
関
所
を
守
備
さ
せ
た
。

一
方
、
忠
次
は
、
長
男
の
忠
政
を
扈
従
と
し
て
神
君
に
従
わ
せ
る
た
め
に
派
遣
し
た
。
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【
天
下
一
統
と
叙
勲
】

ま
も
な
く
、
神
君
に
よ
る
天
下
統
一
が
実
現
し
た
。

忠
次
は
、
積
年
の
功
労
を
賞
さ
れ
て
、
従
五
位
下
に
叙
勲
さ
れ
、
備
前
守
と
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
職
掌
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
だ
っ
た
。

【
関
東
郡
代
と
し
て
の
仕
事
】

忠
次
は
、
内
政
官
と
し
て
、
訴
訟
ご
と
を
裁
き
、
奸
悪
な
盗
賊
を
取
り
締
ま
り
、
農
業
を
勧
め
、
土
地

の
境
界
争
い
を
解
決
し
た
。

水
路
を
浚
渫
し
て
水
の
通
り
を
よ
く
す
る
と
と
も
に
氾
濫
を
防
ぎ
、
堤
防
を
厚
く
整
備
し
て
洪
水
を
防

い
だ
。

害
草
を
刈
り
除
き
、
苗
や
種
を
蒔
い
た
（
農
事
に
勤
め
た
）。

海
浜
の
地
で
は
塩
を
煮
だ
た
せ
、
山
麓
の
地
で
は
炭
を
焼
か
せ
た
（
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
特
産
品
を
作

ら
せ
た
）。

桑
や
麻
と
い
っ
た
衣
類
の
も
と
に
な
る
植
物
を
植
え
さ
せ
、
紙
の
原
料
と
な
る
楮
や
塗
料
の
も
と
と
な

る
漆
を
栽
培
さ
せ
た
。
ま
た
金
銀
銅
鉄
と
い
っ
た
金
属
類
や
、
硫
黄
・
卜
消
な
ど
の
鉱
物
の
発
す
る
「
気
」

を
観
察
察
知
し
て
、
鉱
物
を
探
し
当
て
、
そ
の
発
掘
利
用
に
努
め
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
特
産
物
や
薬
草
を
把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
互
い
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
、
だ
れ
も

が
利
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

関
八
州
を
巡
検
し
、
水
路
は
そ
の
源
ま
で
探
り
、
河
川
の
高
さ
や
広
さ
を
調
査
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
整
備
さ
れ
た
河
川
水
路
に
よ
り
、
田
畑
を
灌
漑
し
、
様
々
な
穀
物
を
栽
培
さ
せ
た
。

洪
水
が
起
こ
り
が
ち
な
土
地
で
は
、
堤
防
を
築
い
て
水
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
海
に
注
ぐ
よ
う

に
し
た
（
そ
の
結
果
、
洪
水
が
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
）。

一
方
、
土
地
の
善
し
悪
し
を
よ
く
把
握
し
て
、
新
た
な
耕
作
地
を
開
墾
し
た
。

忠
次
が
監
督
慰
撫
し
た
土
地
は
、
百
万
石
以
上
に
及
ん
だ
。

そ
の
功
績
が
長
い
年
月
蓄
積
し
、
つ
い
に
は
関
八
州
の
税
収
は
数
倍
に
増
え
、
人
口
も
賑
わ
い
を
見
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
々
は
こ
ぞ
っ
て
、
忠
次
を
良
吏
と
称
し
た
。

神
君
は
、
国
を
富
ま
せ
た
忠
次
の
功
績
を
評
価
し
、
新
た
に
開
墾
し
た
土
地
の
十
分
の
一
を
与
え
た
。

彼
へ
の
特
別
の
恩
賞
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

【
交
通
網
の
整
備
】

忠
次
が
管
轄
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
駅
伝
制
度
や
郵
便
制
度
、
船
や
港
が
整
備
さ
れ
、
流
通
が
滞
る
こ
と

は
な
く
、
往
来
す
る
人
々
は
皆
喜
ん
だ
。

【
人
民
へ
の
慈
し
み
】

い
つ
も
、
人
民
を
教
化
し
、
禁
令
戒
律
を
教
え
諭
し
、
身
寄
り
の
無
い
老
人
を
支
援
し
、
慈
し
み
を
も

っ
て
経
済
的
な
恩
恵
も
施
し
た
。

そ
の
た
め
、
郷
里
の
ひ
と
び
と
は
、
だ
れ
も
が
忠
次
に
懐
き
親
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

【
甲
斐
国
代
官
と
し
て
盗
賊
を
誅
殺
】

ま
た
、
甲
斐
国
代
官
を
兼
任
し
、
よ
く
そ
の
責
務
を
果
た
し
た
。

甲
斐
国
に
在
任
中
、
大
蔵
と
い
う
盗
賊
が
い
た
。
力
が
強
く
、
徒
党
を
組
ん
で
い
た
。

忠
次
は
早
く
も
そ
の
存
在
を
把
握
す
る
や
、
自
ら
出
張
っ
て
大
蔵
を
斬
り
、
そ
の
徒
党
を
駆
逐
し
た
。

神
君
は
忠
次
を
詰
っ
て
言
っ
た
、

な
じ
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「
こ
や
つ
は
小
物
に
す
ぎ
な
い
。
小
役
人
を
派
遣
し
て
対
応
さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
わ
ざ
わ

ざ
代
官
自
ら
出
張
り
、
そ
の
手
を
煩
わ
せ
て
手
討
ち
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
。

し
か
し
、
そ
の
実
、
忠
次
の
勇
猛
さ
を
賛
嘆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
忠
次
が
使
っ
た
刀
剣
に
「
大

蔵
」
と
い
う
名
前
を
与
え
、
家
宝
と
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

【
寺
社
政
策
】

ま
た
君
命
を
奉
じ
て
、
関
八
州
及
び
甲
斐
国
の
寺
社
の
由
来
や
資
格
を
調
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
石
高
を
計
算
し
て
領
地
を
与
え
た
。
そ
し
て
の
ち
に
朱
印
状
を
申
請
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
に
付
与

し
た
。
寺
社
は
今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
朱
印
状
記
載
の
石
高
を
守
り
継
承
し
て
い
る
。

【
江
戸
城
で
の
神
君
か
ら
の
褒
賞
】

江
戸
へ
出
た
と
き
は
、
常
に
江
戸
城
に
登
城
し
て
将
軍
の
政
務
の
場
に
加
わ
っ
た
。
神
君
か
ら
求
め
ら

れ
て
意
見
具
申
し
、
そ
れ
に
対
す
る
お
褒
め
の
言
葉
を
賜
る
の
で
あ
っ
た
。

【
登
用
し
た
人
材
の
確
か
さ
】

忠
次
が
推
薦
推
挙
し
た
人
物
も
、
有
能
で
確
か
な
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

【
二
代
秀
忠
の
恩
寵
】

二
代
将
軍
台
徳
公
の
御
代
に
な
っ
て
も
、
忠
次
の
忠
勤
は
神
君
時
代
と
同
様
で
あ
っ
た
。
将
軍
か
ら
の

特
別
の
恩
寵
は
と
り
わ
け
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

【
寛
恵
か
つ
厳
格
な
忠
次
の
民
政
】

忠
次
は
、
若
い
頃
は
貧
窮
で
、
家
に
蓄
え
も
な
く
、
た
い
へ
ん
な
苦
労
を
経
験
し
た
。
そ
し
て
仕
官
し

て
優
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
昔
の
困
苦
窮
乏
時
代
の
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
身
分
の
低
い
貧
民
の
苦
労
を
よ
く
推
し
量
り
、
寛
大
で
恵
み
深
い
政
治
を
施
し
、
（
道
に

外
れ
た
行
い
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
）
む
や
み
に
罪
人
を
死
刑
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
、
法
に
違
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
甚
だ
厳
格
に
刑
罰
を
科
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
民
は
忠
次
を
頼
り
に

す
る
と
同
時
に
、
畏
れ
憚
り
も
し
た
。

【
一
族
に
受
け
継
が
れ
る
忠
次
の
民
政
】

忠
次
の
一
族
の
も
の
に
も
、
民
政
に
熟
練
し
た
者
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
一
族
の
う
ち
将
軍
の
扈
従
と
な
る
者
の
中
に
は
、
お
上
に
随
行
し
て
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
も

の
や
、
将
軍
の
政
務
の
場
に
召
さ
れ
、
か
た
じ
け
な
く
も
恩
寵
俸
禄
を
賜
る
も
の
も
あ
っ
た
。

【
忠
次
の
逝
去
】

慶
長
十
五
年
六
月
十
三
日
、
忠
次
は
病
に
罹
り
、
江
戸
城
下
の
自
宅
屋
敷
で
没
し
た
。
享
年
五
十
七
（
六

十
一
）
で
あ
っ
た
。
戒
名
を
勝
林
院
源
長
と
号
し
た
。

忠
次
の
訃
報
を
聞
い
た
者
は
、
だ
れ
も
が
そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
。

鴻
巣
の
勝
願
寺
の
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。

《
四
》
そ
の
後
の
伊
奈
一
族

①
伊
奈
忠
政

忠
次
の
長
子
の
忠
政
が
、
父
の
事
蹟
を
継
承
し
た
。
一
万
石
を
授
け
ら
れ
、
従
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
筑

後
守
と
名
乗
る
の
を
許
さ
れ
た
。

【
大
坂
夏
の
陣
の
功
績
―
大
坂
城
の
水
堀
の
無
力
化
】

元
和
元
年
夏
、
大
坂
夏
の
陣
に
参
戦
し
た
。

淀
川
の
守
備
を
担
当
し
た
が
、
土
嚢
を
積
ん
で
、
川
の
流
れ
を
遮
断
し
よ
う
と
し
た
。
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あ
る
夜
、
夢
を
見
た
。

父
の
忠
次
が
甲
冑
を
身
に
つ
け
、
抜
き
身
を
揮
い
な
が
ら
、
忠
政
に
諭
し
て
言
う
、

「
天
下
の
勝
敗
は
、
今
こ
の
た
び
の
一
挙
に
か
か
っ
て
い
る
。
敵
が
も
し
も
火
矢
を
放
っ
て
き
た
な
ら
ば
、

堤
防
建
築
の
た
め
の
資
材
は
燃
え
つ
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
備
え
を
し
っ
か
り
と
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
よ
く
防
御
し
て
決
し
て
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」
と
。

忠
政
は
は
っ
と
驚
き
覚
め
、
父
の
言
葉
の
通
り
に
、
堤
防
建
築
を
急
ぎ
、
整
え
た
。

ま
も
な
く
堤
防
建
築
は
完
成
し
、
淀
川
の
水
を
遮
断
す
る
と
い
う
功
績
を
成
し
遂
げ
た
。

大
坂
城
へ
の
水
運
は
断
た
れ
、
同
時
に
水
堀
を
干
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

【
大
坂
冬
の
陣
で
の
功
績
―
鴫
野
の
戦
い
で
首
級
を
挙
げ
る
】

忠
政
は
、
遡
る
こ
と
一
年
前
の
大
坂
冬
の
陣
で
は
、
鴫
野
堤
で
の
戦
い
に
お
い
て
、
白
兵
戦
を
演
じ
、

槍
を
揮
っ
て
敵
方
七
人
を
倒
し
た
。
忠
政
隊
全
体
で
得
た
首
級
は
合
計
三
十
に
上
っ
た
。

②
伊
奈
忠
治

【
内
務
官
と
し
て
の
功
績
】

忠
政
の
弟
の
忠
治
は
、
父
の
内
政
官
と
し
て
の
風
格
を
受
け
継
い
で
い
た
。

関
東
の
役
所
を
司
り
、
土
地
の
生
産
力
を
出
し
尽
く
さ
せ
る
農
業
振
興
を
は
か
っ
た
。

関
東
郡
代
と
し
て
は
、
新
田
開
発
を
数
多
く
行
い
、
そ
の
功
績
と
し
て
武
州
赤
山
に
七
千
石
を
賜
っ
た
。

【
馬
術
に
秀
で
る
】

し
ば
し
ば
、
三
代
将
軍
家
光
公
の
狩
猟
の
お
供
を
し
た
。

忠
治
は
馬
術
に
優
れ
て
い
た
。
か
つ
て
家
光
公
の
御
前
で
、
逃
げ
走
る
猪
を
追
い
回
し
、
自
在
に
馬
を

あ
や
つ
っ
て
は
、
速
く
前
に
進
み
、
ま
た
退
く
さ
ま
を
、
御
覧
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
。

家
光
公
は
言
っ
た
、

「
彼
の
馬
術
の
さ
ま
は
、
ま
る
で
か
ゆ
い
と
こ
ろ
を
搔
く
よ
う
に
、
行
き
届
い
て
い
て
満
足
感
を
得
ら
れ

る
も
の
だ
。
爽
快
で
、
め
っ
た
に
な
い
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
な
あ
」
と
。

忠
治
が
厚
遇
さ
れ
る
こ
と
は
群
を
抜
い
て
お
り
、
そ
の
恩
賜
も
非
常
に
手
厚
い
も
の
が
あ
っ
た
。

③
忠
治
の
弟

忠
治
に
は
弟
が
五
人
い
た
。

忠
武
は
、
わ
け
が
あ
っ
て
出
家
し
た
。

忠
公
は
、
伊
豆
国
の
代
官
と
な
っ
た
。

忠
雪
は
、
書
院
番
の
番
士
に
任
命
さ
れ
た
。

そ
の
下
の
二
人
の
弟
は
、
若
死
に
し
た
。

④
伊
奈
忠
克

忠
治
の
長
子
を
忠
克
と
言
っ
た
。

父
同
様
関
東
郡
代
の
仕
事
に
励
ん
だ
が
、
古
人
の
生
き
方
や
事
蹟
に
つ
い
て
学
ぶ
の
を
好
ん
だ
。

承
応
元
年
、
今
の
将
軍
家
綱
公
の
命
令
を
受
け
、
武
蔵
野
の
地
に
七
十
里
あ
ま
り
の
新
渠
を
開
鑿
し
、

始
め
て
多
摩
川
の
水
を
江
戸
へ
引
い
た
。
そ
こ
で
、
江
戸
の
家
々
は
み
な
、
そ
の
上
水
道
の
利
益
を
得
た
。

ま
た
行
商
人
な
ど
の
旅
人
や
、
物
資
の
運
搬
を
担
う
船
人
な
ど
、
様
々
な
人
々
に
便
宜
を
与
え
た
。

寛
文
四
年
、
新
た
に
幕
領
と
な
っ
た
奥
州
の
伊
達
・
信
夫
両
郡
の
管
理
官
を
兼
任
し
た
。
法
令
制
度
を

整
え
、
民
の
賦
役
を
省
い
た
。
民
は
忠
克
の
恩
恵
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
忠
克
の
弟

忠
克
に
二
人
の
弟
が
あ
っ
た
。
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治
詣
は
、
常
陸
の
国
の
あ
る
郷
の
長
官
に
任
官
し
た
。

忠
臣
は
、
書
院
番
の
番
士
に
任
命
さ
れ
た
。

⑥
伊
奈
忠
常

忠
克
の
長
子
が
忠
常
で
あ
る
。

忠
常
に
至
る
ま
で
の
諸
子
は
、
先
祖
以
来
の
関
東
郡
代
を
伝
え
継
承
し
、
み
な
忠
次
の
残
し
た
規
範
や

き
ま
り
を
遵
守
し
た
。

忠
常
は
、
常
陸
国
の
治
水
と
新
田
開
発
を
担
当
し
、
業
績
を
あ
げ
た
。

《
五
》
建
碑
の
こ
と

【
建
碑
の
企
て
と
碑
文
の
依
頼
】

そ
の
伊
奈
忠
常
は
、
曾
祖
父
忠
次
の
功
績
貢
献
を
追
慕
し
て
い
た
。
そ
こ
で
石
碑
を
建
て
て
、
そ
こ
に

事
柄
の
顛
末
を
記
し
た
文
章
を
刻
み
込
み
、
後
世
に
ま
で
残
し
伝
え
よ
う
と
考
え
た
。

そ
し
て
私
に
、
文
章
を
書
く
よ
う
依
頼
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

【
改
め
て
の
伊
奈
忠
次
評
】

孔
子
が
編
纂
さ
れ
た
聖
典
で
あ
る
「
詩
経
」
に
こ
う
あ
る
、

「
善
事
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
で
も
始
め
る
こ
と
は
あ
る
が
、
終
わ
り
ま
で
そ
れ
を
全
う
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
は
少
な
い
」
と
。

伊
奈
忠
次
殿
は
、
民
と
憂
い
を
分
か
ち
合
う
郡
代
と
い
う
地
方
官
の
任
に
あ
た
り
、
善
良
で
優
秀
な
循

吏
の
名
を
揚
げ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
伊
奈
家
の
基
礎
を
創
ら
れ
、
一
家
を
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
「
始
め
を
興
し
た
」
も
の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
子
孫
に
手
本
を
示
さ
れ
、
一
家
の
評
判
が
落
ち
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
は
か
ら
れ
た
。

こ
れ
こ
そ
「
終
わ
り
を
全
う
し
た
」
も
の
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

忠
常
君
が
曾
祖
父
忠
次
を
追
慕
す
る
の
も
、
誠
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

【
碑
文
の
ま
と
め
】

そ
こ
で
伊
奈
家
に
残
る
系
譜
等
の
資
料
に
基
づ
き
、
伊
奈
忠
次
並
び
に
一
族
の
概
要
を
こ
こ
に
叙
述
し

た
。

《
六
》
銘

さ
ら
に
銘
文
を
記
す
。

銘
に
曰
く
、

地
方
行
政
官
の
職
務
は
、
遥
か
古
代
か
ら
存
在
し
た
職
務
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

川
を
治
め
て
水
路
を
通
し
、
土
地
の
境
界
線
を
正
し
く
し
て
用
水
路
を
分
か
ち
引
く
。

灌
漑
を
施
し
て
水
を
引
き
入
れ
、
穀
物
を
植
え
て
（
稔
り
を
も
た
ら
す
）
。

興
っ
た
産
業
は
人
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
納
め
ら
れ
た
税
金
を
国
家
を
富
裕
に
す
る
。

下
へ
対
し
て
は
民
を
撫
育
し
て
政
を
施
し
、
上
へ
対
し
て
は
力
を
尽
く
し
て
奉
仕
す
る
。

下
か
ら
の
訴
え
事
を
聴
い
て
は
取
り
さ
ば
き
、
お
上
に
対
し
て
は
直
言
し
て
諫
正
し
た
。

伊
奈
忠
次
殿
は
（
こ
う
し
た
功
績
に
よ
り
）
一
万
石
の
俸
禄
を
賜
り
、
従
五
位
下
に
叙
勲
さ
れ
た
。

そ
の
成
果
は
子
孫
へ
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
も
忠
次
を
モ
デ
ル
と
し
、
そ
の
業
績
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

《
七
》
記
事
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寛
文
癸
丑
の
歳
六
月
十
三
日
、

孝
曾
孫
伊
奈
半
十
郎
忠
常
が
こ
の
碑
を
立
て
た
。

三
．
資
料

（
一
）
「
新
編
武
藏
風
土
記
稿
」（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
之
百
三
十
九
足
立
郡
之
五

●
赤
山
領

◎
赤
山
附
持
添
新
田

赤
山
は
す
な
は
ち
赤
山
領
の
本
郷
に
し
て
、
古
は
赤
芝
山
と
唱
へ
其
頃
は
何
れ
の
村

あ
か
や
ま

に
屬
せ
し
地
な
る
や
詳
な
ら
す
、
伊
奈
筑
後
守
忠
政
元
和
四
年
卒
し
て
よ
り
、
其
弟
半
十
郎
忠
治
關
東
郡

代
及
び
駿
遠
三
の
國
々
の
御
代
官
の
命
を
蒙
り
、
則
赤
山
領
七
千
石
を
賜
は
り
て
後
、
寛
永
六
年
の
頃
赤

芝
山
及
び
新
井
宿
安
行
村
等
の
荒
野
を
開
き
、
陣
屋
を
構
へ
て
赤
芝
山
を
略
し
、
唱
へ
て
赤
山
と
い
ひ
し

と
云
、
按
に
末
に
出
せ
し
源
長
寺
の
傳
に
半
十
郎
忠
治
元
和
四
年
赤
山
七
千
石
を
賜
は
り
、
陣
屋
を
構
へ

か
の
寺
を
建
立
せ
し
と
云
、
さ
れ
ば
寛
永
六
年
よ
り
以
前
に
陣
屋
な
ど
構
へ
し
も
知
る
べ
か
ら
ず
、
其
後

子
孫
右
近
將
監
忠
尊
ま
で
關
東
郡
代
の
職
を
相
續
し
て
江
戸
に
住
し
、
こ
こ
に
は
留
守
居
の
家
人
を
置
け

り
、
然
る
に
右
近
將
監
の
時
寛
政
四
年
罪
せ
ら
れ
て
職
を
召
上
ら
れ
、
所
領
を
收
め
ら
れ
し
に
よ
り
陣
屋

を
破
壞
し
て
御
林
と
な
し
、
家
人
の
屋
敷
地
等
は
皆
水
陸
の
田
と
な
り
て
御
料
所
に
屬
し
、
同
十
年
檢
地

し
て
全
く
高
入
な
れ
り
、
然
れ
ど
も
家
人
の
屋
敷
に
置
け
る
稻
荷
の
社
地
等
は
古
き
に
依
て
除
地
な
り
し

が
、
其
後
こ
れ
も
御
勘
定
組
頭
金
澤
瀬
兵
衞
命
を
傳
へ
て
年
貢
地
と
な
れ
り
、
今
も
た
々
赤
山
と
の
み
唱

へ
て
村
と
は
唱
へ
す
、
家
數
三
十
七
、
江
戸
よ
り
の
行
程
五
里
餘
、
東
は
領
家
・
安
行
の
二
村
に
接
し
、

南
は
慈
林
・
浦
寺
・
新
井
宿
の
三
村
に
界
ひ
、
西
は
石
神
村
、
北
は
赤
芝
新
田
な
り
、
東
西
凡
十
町
、
南

北
は
三
町
許
、
又
陣
屋
蹟
よ
り
西
南
の
方
新
井
宿
の
地
を
隔
て
當
村
の
地
あ
り
、
そ
れ
を
合
せ
て
南
北
六

町
に
及
ぶ
と
云
ふ
天
水
を
以
て
耕
植
す
れ
ば
旱
損
あ
り
、
又
持
添
新
田
二
ヶ
所
の
内
一
は
陣
屋
跡
よ
り
東

に
當
り
山
王
沼
新
田
と
云
、
元
は
村
内
山
王
社
の
御
手
洗
池
な
り
し
が
、
寶
暦
五
年
伊
奈
半
左
衞
門
命
を

下
し
、
池
の
半
を
開
發
し
山
王
へ
寄
附
せ
り
、
其
餘
は
猶
池
に
て
則
其
新
田
の
用
水
と
す
、
一
は
又
源
長

寺
と
唱
へ
新
井
宿
の
地
を
隔
て
々
あ
り
、
此
新
田
高
四
十
七
石
餘
の
地
に
し
て
、
其
内
三
十
石
は
昔
よ
り

源
長
寺
へ
伊
奈
が
寄
附
せ
し
地
に
て
、
十
七
石
餘
は
承
應
元
年
新
墾
の
地
な
り
、
こ
れ
も
寺
領
と
な
り
し

が
右
近
將
監
が
知
行
上
り
し
時
、
當
寺
に
は
十
一
石
餘
の
除
地
を
賜
は
り
、
其
餘
は
御
料
と
な
れ
り
、
こ

々
に
は
民
家
五
軒
住
せ
り
、

：
寺
院

○
源
長
寺

「
淨
上
宗
、
京
都
智
恩
院
の
末
、
周
光
山
と
號
す
、
本
尊
彌
陀
を
安
す
、
相
傳
ふ
當
寺
は
伊
奈
半
十
郎
忠

治
元
和
四
年
赤
山
領
七
千
石
を
賜
は
り
し
頃
、
日
譽
源
貞
に
託
し
て
古
刹
の
廢
せ
し
を
再
興
し
て
寺
と
な

し
、
父
備
前
守
忠
次
及
び
己
が
母
の
法
諡
に
よ
り
て
、
周
光
山
源
長
寺
と
名
づ
け
し
と
云
、
さ
れ
ど
日
譽

を
開
山
と
せ
ず
、
鴻
巣
勝
願
寺
二
世
不
殘
和
尚
を
請
待
し
て
開
山
と
せ
り
、
此
の
僧
は
元
和
三
年
九
月
三

日
寂
せ
り
、
又
日
譽
源
貞
は
則
忠
治
が
弟
に
し
て
、
俗
姓
を
縫
殿
介
忠
武
と
號
す
、
病
に
よ
り
て
出
家
し

當
寺
に
住
し
て
後
勝
願
寺
に
移
轉
し
、
又
知
恩
院
に
住
職
し
承
應
元
年
七
月
十
九
日
寂
せ
り
、
さ
れ
ば
當

寺
初
め
は
勝
願
寺
の
末
な
り
し
が
、
後
今
の
如
く
知
恩
院
の
末
と
な
れ
り
、
元
よ
り
忠
治
己
が
家
の
葬
地

に
開
き
し
寺
な
れ
ば
、
寛
永
十
三
年
三
十
石
の
寺
領
を
寄
附
し
、
後
又
承
應
元
年
寺
領
の
地
に
添
ひ
し
地

を
開
發
し
て
附
せ
し
か
ば
、
總
て
寺
領
四
十
七
石
と
な
れ
り
、
右
近
將
監
が
知
行
上
り
し
時
、
當
寺
へ
は

改
て
十
一
石
の
除
地
を
賜
は
り
、
其
餘
は
皆
御
料
所
な
り
、」
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：
舊
蹟

○
陣
屋
跡

「
村
の
東
北
の
方
に
あ
り
。
前
に
辨
せ
し
如
く
寛
永
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
傳
へ
し
よ
り
、
其
後
世
々
家
人

を
置
て
守
ら
せ
し
が
、
寛
政
四
年
没
收
せ
ら
れ
し
時
に
廢
し
て
、
今
は
御
林
と
な
れ
り
、
其
構
の
内
凡
二

萬
四
千
坪
廻
り
に
堀
を
構
へ
土
居
を
築
き
、
北
の
方
は
沼
を
以
て
要
害
と
な
し
、
其
餘
の
三
方
に
家
人
の

住
宅
あ
り
、
南
の
方
に
鳩
ヶ
谷
口
と
云
門
あ
り
、
是
す
な
は
ち
表
門
な
り
と
云
、
其
外
東
の
方
に
安
行
・

領
家
の
二
村
へ
行
く
道
あ
り
、
又
東
北
の
方
に
越
ヶ
谷
口
と
呼
る
道
あ
り
、
北
の
方
に
石
神
口
と
い
へ
る

門
を
も
建
て
、
是
を
總
て
四
ツ
門
と
唱
へ
し
と
ぞ
、
今
は
た
ヾ
土
居
の
跡
殘
り
し
の
み
に
て
雜
木
生
ひ
茂

れ
り
、
」

四
．
主
な
參
考
資
料

①
翻
刻
と
訓
訳

・
「
伊
奈
家
頌
徳
碑
文
集
」（
「
新
井
宿
駅
と
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会w

eb
site

」
掲
載
）

②
翻
刻

・
渡
辺
刀
水
「
關
東
郡
代
伊
奈
熊
藏
忠
次
」『
埼
玉
史
談
』
八
ノ
二
（
一
九
三
六
）（
『
渡
辺
刀
水
集
』
四
、

一
九
八
九
）
所
収
）

・
『
い
し
ぶ
み
―
碑
に
刻
ま
れ
た
埼
玉
の
土
地
改
良
』（
一
九
八
三
）

・
「
伊
奈
町
史
資
料
調
査
報
告
書

第
三
集

伊
奈
町
の
金
石
文
」（
伊
奈
町
、
一
九
八
七
）

・
金
箱
文
雄
『
源
長
寺
（
さ
き
た
ま
文
庫
・
三
一
）
』（
一
九
九
一
）

③
本
文

・
「
鵞
峰
文
集
」
（
一
六
八
九
序
）
（
附
訓
点
）
（
「
近
世
儒
家
文
集
集
成

第
十
二
巻
」
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
七
）

・
「
事
実
文
編
」
第
一
（
六
）（
一
九
一
○
）
（
附
返
り
点
）

④
論
文
な
ど

・
渡
辺
刀
水
「
關
東
郡
代
伊
奈
熊
藏
忠
次
」『
埼
玉
史
談
』
八
ノ
二
（
一
九
三
六
）（
『
渡
辺
刀
水
集
』
四
、

一
九
八
九
）
所
収
）

・
金
箱
文
雄
『
源
長
寺
（
さ
き
た
ま
文
庫
・
三
一
）
』（
一
九
九
一
）

・
本
間

清
利
『
家
康
政
権
と
伊
奈
忠
次
』（
叢
文
社
、
二
○
○
一
）

・
伊
奈
町
教
育
委
員
会
『
伊
奈
町
史

別
編

伊
奈
氏
一
族
の
活
躍
』
（
二
○
○
八
）

・
伊
奈
町
教
育
委
員
会
『
伊
奈
忠
次
の
生
涯:

關
東
の
水
を
治
め
て
太
平
の
世
を
築
く
』
（
二
○
一
九
）

以
上

二
○
二
五
年
六
月

薄
井
俊
二
訳
す


