
椎
葉
村
焼
畑
検
地
帳
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
l
(そ
の
一

)
l

浦

保

寿

椎葉村焼畑検地帳の歴史地理学的研究 (そのー)ー

一
、
椎
葉
村
焼
畑
検
地
帳
の
発
見

l
資
料
入
手
の
経
韓

椎
葉
村
焼
畑
検
地
帳
は
、
正
し
く
い
え
ば
そ
の
表
紙
に
記
さ
れ
た
「
日
向
国
臼
杵
郡
椎
葉
山
焼
畑
見
取
場
検
地
帳
」
で
あ
る
。
こ
の
論

文
で
は
以
下
省
略
し
て
焼
畑
検
地
帳
と
記
す
。

筆
者
が
は
じ
め
て
こ
れ
を
見
出
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
八
年
(
一
九
六
二
一
)
九
月
十
三
日
人
吉
市
内
の
一
紙
商
宅
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
当
時
巷
聞
の
風
評
に
よ
る
と
、
同
紙
商
は
和
紙
漉
き
を
業
と
し
て
い
た
関
係
で
、
相
良
家
(
元
人
士
口
藩
主
家
)
払
い
下
げ
の
反
古
類

を
荷
馬
車
数
台
分
購
入
し
、
す
で
に
そ
の
相
当
量
を
漉
き
返
し
の
原
料
に
消
費
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
こ
の
反
古
類
は
実
は
相
良
家
近

世
文
書
の
一
部
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
識
者
の
注
意
を
ひ
き
出
し
た
の
で
、
同
氏
も
紙
漉
き
の
原
料
に
す
る
の
を
止
め
て
残
り
を
大
切
に

保
存
さ
れ
た
の
だ
と
伝
え
て
い
た
。
筆
者
が
前
記
の
年
月
に
同
家
を
採
訪
し
て
、
所
蔵
さ
れ
た
長
持
ち
の
中
身
を
披
見
中
に
、
他
の
椎
葉

関
係
文
書
類
数
篇
と
共
に
そ
の
奥
底
か
ら
見
出
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
前
述
の
事
情
で
辛
う
じ
て
消
滅
の
難
を
免
れ
て
現
代
に

5 

生
き
残
っ
た
資
料
で
あ
る
o

さ
て
筆
者
採
訪
の
と
き
は
、
所
蔵
者
が
す
で
に
門
外
不
出
の
扱
い
を
し
て
い
た
の
で
、
初
顔
の
筆
者
は
借
用



6 

帯
出
を
頼
む
勇
気
が
出
な
か
っ
た
。
や
む
な
く
後
日
改
め
て
披
見
を
願
う
旨
を
口
約
し
て
辞
去
し
た
が
、
可
能
な
限
り
早
期
に
再
訪
す
ベ

く
決
意
し
、
同
年
十
月
五
日
そ
れ
を
実
現
し
た
。
こ
の
た
び
は
予
め
用
意
し
た
接
写
装
置
で
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
よ
う
と
企
図
し
た
。
そ
れ

で
了
解
を
得
て
第
一
日
目
に
撮
っ
た
の
が
目
的
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
市
内
の
写
真
屋
で

現
像
し
た
。
と
こ
ろ
が
検
地
帳
は
美
濃
判
大
の
た
め
天
地
(
上
下
)
が
と
も
に
少
し
ず
つ
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
翌

朝
は
こ
の
フ
ィ
ル
ム
を
持
参
し
て
同
家
を
訪
ね
、
事
の
次
第
を
話
し
て
い
る
う
ち
、
所
蔵
者
の
方
か
ら
気
の
毒
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
貸
し
出
し
許
可
の
特
別
扱
い
を
頂
い
た
。
概
要
上
記
の
経
緯
の
後
に
、
学
内
視
聴
覚
教
室
の
装
置
と
係
り
教
官
の
労
を
煩
わ
せ
、
や

っ
と
出
来
上
っ
た
の
が
こ
の
椎
葉
村
焼
畑
検
地
帳
四
冊
の
写
で
あ
る
o

以
上
は
筆
者
が
こ
の
資
料
を
入
手
し
た
経
緯
の
大
要
で
、
学
術
論

文
と
し
て
は
冗
語
を
費
し
た
嫌
い
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
は
管
見
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
土
佐
長
宗
我
部
の
「
切
畑
地
検
帳
」
①
と
伊

那
谷
南
山
郷
の

「
切
山
切
畑
改
帳
」
②
の
存
在
し
か
見
聞
し
た
こ
と
が
な
く
、
こ
の
種
の
資
料
は
多
く
を
望
め
な
い
よ
う
に
考
え
る
の

で

「
椎
葉
山
焼
畑
検
地
帳
」
も
学
界
に
特
殊
な
一
資
料
を
加
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
、
あ
え
て
そ
の
出
所
と
入
手
経
路
を

記
し
た
次
第
で
あ
る
。

②①  

横
川
末
土
日
「
高
知
県
の
焼
畑
耕
作
」
人
文
地
理
七
巻
一
号
(
一
九
五
五
)

千
葉
徳
爾
「
山
村
の
問
題
」
地
方
史
研
究
三
三
号
(
一
九
五
八
)

ニ
、
焼
畑
検
地
帳
の
成
立
整
備
の
経
過

さ
て
椎
葉
山
中
に
焼
畑
検
地
帳
が
備
え
ら
れ
た
の
は
文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
八
月
で
、
事
態
が
そ
う
な
る
ま
で
に
約
二
百
年
の
才

月
と
数
度
の
変
遷
を
経
て
い
る
。
そ
の
変
遷
の
内
容
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
・
中
期
を
通
じ
て
、
椎
葉
山
中
が
当
時
に
占
め
た
社
会
経
済



的
な
性
格
の
考
察
に
、
好
個
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
順
を
追
う
て
記
述
し
よ
う
o

元
和
五
年
二
六
一
九
)

(
佐
)
ナ
ガ
ツ
永

将
軍
秀
忠
か
ら
相
良
左
兵
衛
尉
長
毎
に
対
し
て
、
椎
葉
山
之
者
退
治
を
仰
せ
つ
け
た
①
O

(1) 

」
の
と
き
上
使
と
し
て
阿
部
四
郎
五
郎
正
之

と
大
久
保
四
郎
左
衛
門
忠
成
が
下
向
し
、

そ
の
検
視
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
椎
葉
山
は
古
来
よ
り
無
年
貢
地
で
@
、

近
世
初
頭
に
は
十

人
の
頭
目
が
山
中
を
分
割
支
配
③
し
て
い
た
。
太
閤
秀
吉
時
代
に
入
っ
て
鷹
匠
の
落
合
新
八
郎
@
と
い
う
者
が
鷹
の
巣
見
立
の
た
め
こ
の

椎葉村焼畑検地l恨の歴史地理学的研究 (そのー)ー

地
に
遣
わ
さ
れ
た
。
当
時
の
十
三
人
頭
目
の
一
人
に
奈
須
弾
正
と
い
う
人
物
が
い
た
。
伎
は
新
八
郎
に
取
り
入
り
、
仲
間
の
十
二
人
衆
を

う
ま
く
利
用
し
て
新
八
郎
の
厚
遇
に
つ
と
め
、
そ
の
代
償
に
山
中
所
領
安
堵
の
太
閤
御
朱
印
獲
得
に
新
八
郎
が
尽
力
し
て
く
れ
る
よ
う
希

望
し
た
。
そ
し
て
御
朱
印
は
奈
須
弾
正
・
奈
須
左
近
・
奈
須
紀
伊
の
三
人
だ
け
に
与
え
ら
る
よ
う
依
頼
し
て
容
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
椎
葉
山

中
の
勢
力
の
実
権
は
弾
正
を
頂
点
と
す
る
上
記
三
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
心
お
ご
っ
た
弾
正
は
無
理
非
道
の
所
行
が
多

く
な
り
、
山
中
住
民
の
う
ら
み
が
彼
の
子
の
代
に
な
っ
て
爆
発
し
た
。
即
ち
子
の
久
太
郎
が
山
中
の
も
の
に
打
ち
果
さ
れ
る
事
件
@
が
お

こ
っ
た
。
す
る
と
一
味
三
人
組
の
一
人
左
近
太
夫
の
伴
の
主
膳
は
久
太
郎
の
妹
婿
で
も
あ
っ
て
、
江
戸
に
上
り
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。
そ

ん
な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
「
椎
葉
山
之
者
退
治
」
の
命
令
は
出
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
は
幾
つ
か
の
資
料
@
が
多
少
食
い
ち
が
っ
て
伝
え
て

い
る
。
し
か
し
要
約
す
る
と
、
山
中
の

A
級
頭
目
十
二
名
は
江
戸
に
召
し
寄
せ
吟
味
を
加
え
た
上
で
全
員
御
成
敗
、
残
っ
た

B
級
頭
目
十

余
名
は
人
士
口
に
召
し
寄
せ
て
同
じ
く
御
成
敗
、
そ
の
上
で
上
使
阿
部
四
郎
五
郎
・
大
久
保
四
郎
左
衛
門
の
両
人
山
中
に
到
達
、
そ
こ
で
ま

た
山
中
の
面
々
諒
裁
に
会
う
も
の
百
数
十
名

l
二
百
余
人
。
そ
の
中
に
は
情
勢
を
悲
観
し
て
自
ら
生
命
を
絶
っ
た
女
子
も
二
十
名
が
含
ま

れ
て
い
る
。

7 

以
上
の
記
述
は
、
江
戸
幕
府
の
初
期
に
は
ま
だ
椎
葉
山
中
は
幕
府
支
配
の
圏
外
に
あ
っ
て
山
中
土
豪
の
手
に
支
配
権
が
握
ら
れ
て
い
た



こん」、

そ
し
て
そ
の
支
配
権
力
の
内
部
に
勢
力
争
い
が
お
こ
る
と
、

そ
れ
が
幕
府
権
力
の
山
中
に
浸
透
す
る
導
火
線
と
な
っ
た
こ
と
、

さ

8 

ら
に
山
中
の
支
配
交
替
が
有
無
を
い
わ
せ
な
い
強
烈
な
実
力
行
使
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
(
多
数
の
首
釧
ね
)
、

そ
の
結
果
、
ど
、
ぎ
も
を
抜
か

れ
た
残
り
の
住
民
に
対
し
て
爾
後
の
山
中
支
配
組
織
は
、
全
く
幕
府
の
意
の
ま
ま
に
動
か
せ
る
も
の
に
変
化
し
た
こ
と
な
ど
を
理
解
す
る

の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
本
的
な
社
会
組
織
の
変
質
が
大
前
提
と
な
っ
て
、
あ
と
で
無
年
貢
地
か
ら
年
貢
地
へ
変
転
す
る
可

能
性
が
賦
与
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
o

(2) 

明
暦
二
年
二
六
五
六
)

将
軍
家
綱
よ
り
「
相
良
壱
岐
守
頼
寛
公
江
椎
葉
山
支
配
被
仰
付
之
御
奉
書
被
下
」
⑦
。
前
項
で
理
解
し
た
よ
う
に
椎
葉
山
中
支
配
の
実
権

奪
取
に
成
功
し
た
幕
府
も
、
当
時
の
幕
藩
体
制
の
中
で
、
こ
の
椎
葉
を
直
轄
地
と
し
て
代
官
支
配
に
組
み
入
れ
る
に
は
、
椎
葉
は
余
り
に

辺
部
で
地
勢
的
な
不
便
さ
と
経
済
的
貧
困
性
を
持
っ
て
い
た
。
元
和
五
年
(
一
六
一
九
)
か
ら
す
で
に
四

O
年
近
く
経
つ
の
に
、
椎
葉
は
依

然
と
し
て
無
年
貢
地
で
あ
る
。
支
配
権
は
手
中
に
収
め
て
も
、
幕
府
に
対
す
る
経
済
的
貢
献
は
鷹
の
巣
山
を
除
け
ば
殆
ん
ど
何
の
実
利
も

な
い
。
そ
こ
で
名
目
と
実
利
に
乏
し
い
現
実
と
を
併
せ
考
え
ら
れ
た
賢
明
な
方
策
が
、
椎
葉
を
相
良
藩
に
支
配
さ
せ
る
方
式
と
し
て
見
出

さ
れ
た
。
こ
の
支
配
地
と
い
う
の
は
、
幕
府
側
か
ら
い
え
ば
預
け
地
で
あ
り
名
目
は
あ
く
ま
で
幕
府
領
で
あ
る
o

し
か
し
直
接
の
行
政
権

は
相
良
藩
が
執
行
す
る
。
椎
葉
を
め
ぐ
る
四
回
の
諸
藩
の
う
ち
か
ら
、
何
故
相
良
藩
が
そ
の
任
に
選
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
勢

的
な
関
係
が
重
大
な
要
素
を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

椎
葉
村
史
に
引
用
さ
れ
た
「
か
の
椎
葉
山
と
い
へ
る
は
、

四
商
み
な
峻
岳
重

山
積
絶
輸
に
し
て
、
樵
夫
柏
夫
も
た
や
す
く
分
入
事
を
得
、
ず
。
相
良
左
兵
衛
佐
長
毎
が
領
地
球
麻
郡
よ
り
一
径
を
通
ず
る
の
み
に
し
て
、
其

外
更
に
道
な
し
。
」
@
と
い
う
徳
川
実
紀
の
記
述
が
よ
く
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
元
和
五
年
の
椎
葉
山
退
治
も
幕
府
は
こ
れ

を
相
良
藩
に
命
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
兎
に
角
こ
れ
以
後
、
相
良
家
で
は
藩
主
の
代
替
り
毎
に
将
軍
か
ら
所
領
安
堵
の
朱
印
状
が
渡
さ



れ
る
際
に
は
、

「
如
先
規
御
支
配
成
候
様
」
@
御
奉
書
が
出
さ
れ
、
相
良
家
で
も
継
自
の
節
は
椎
葉
山
支
配
之
儀
を
老
中
に
伺
い
を
立

て

「
如
前
ミ
御
支
配
候
様
」
⑬
と
の
書
付
が
下
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
椎
葉
支
配
を
託
さ
れ
て
快
諾
し
て
い
た
の
は
、

相
良
二
十
一
代
壱
岐
守
頼
寛
か
ら
二
十
二
代
遠
江
守
頼
喬
を
経
て
一
一
十
三
代
志
摩
守
頼
福
ま
で
で
あ
っ
て
、
二
十
四
代
近
江
守
長
興
に
な

る
と
正
徳
三
年
(
一
七
二
三
)
正
月
、
早
く
も
椎
葉
山
支
配
御
免
の
内
意
@
を
も
ら
し
て
い
る
o

そ
の
理
由
と
し
て
長
興
が
挙
げ
た
こ
と

を
要
約
す
る
と
、
付
人
士
口
城
下
よ
り
子
遠
の
場
所
で
あ
る
、
。
国
が
ち
が
う
、
白
山
中
之
者
共
は
わ
き
ま
え
が
な
く
て
偏
屈
者
で
あ
る
、

椎葉村焼畑検地帳の歴史地理学的研究ー(そのー)ー

伺
自
分
は
ま
だ
若
年
で
米
良
椎
葉
両
山
の
支
配
ま
で
は
届
き
兼
ね
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
幕
府
は
「
先
規
之
通
可
有
支
配

候
」
⑫
で
押
し
切
っ
て
い
る
。

鷹
巣
山
を
守
る
対
幕
府
関
係
の
任
務
と
山
中
住
民
の
統
治
が
時
に
は
飢
餓
救
済
の
た
め
の
食
糧
貸
与
⑬
な

ど
に
も
及
び
、
そ
の
後
始
末
も
わ
き
ま
え
の
乏
し
い
住
民
相
手
で
困
惑
が
多
く
、
椎
葉
支
配
は
相
良
に
と
っ
て
仲
々
わ
ず
ら
わ
し
か
っ
た

」
と
が
推
測
さ
れ
る
。

(3) 

延
享
三
年
二
七
四
六
)
御
年
貢
運
上
新
設

「
椎
葉
山
中
ハ
従
先
規
無
年
貢
地
-
一
市
御
座
候
処
延
享
三
丙
寅
年
御
年
貢
運
上
之
儀
御
勘
定
所
ぷ
被
仰
渡
候
」
@
と
あ
る
o

」
れ
は
椎

葉
山
中
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
相
良
藩
に
と
っ
て
も
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
で
は
こ
の
決
定
(
六
月
)
が
伝
え
ら
れ
た
の

は
七
月
で
、
特
使
と
し
て
井
手
源
駄
左
衛
門
と
西
善
右
衛
門
の
両
名
を
派
遣
し
て
、
椎
葉
山
中
の
現
地
調
査
と
住
民
へ
の
伝
達
を
行
な
わ

せ
た
。
し
か
し
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は

「
毒
虫
多
く
山
中
江
罷
越
候
儀
茂
難
叶
」
⑬
で
彼
等
両
名
の
椎
葉
入
り
は
九
月
初
旬
か
ら
で
あ
っ

た
。
井
手
・
西
両
人
の
現
地
調
査
報
告
の
骨
子
と
な
る
現
地
状
況
把
握
は
、

u

川
深
山
険
問
の
地
形
、
間
巌
屈
の
地
面
(
土
壌
)
、
同
夏
は

草
木
茂
り
毒
虫
多
く
冬
は
雪
深
く
近
所
同
士
の
交
通
も
困
難
、
凶
生
活
万
般
不
自
由
な
所
柄
、
同
住
民
は
肌
薄
者
ば
か
り
で
そ
の
日
暮
し

9 

に
草
木
の
掘
根
が
食
用
に
充
て
ら
れ
、
刷
女
子
も
女
の
仕
事
な
ど
に
携
わ
る
ゆ
と
り
は
な
く
、
男
と
共
に
焼
畑
稼
、
ぎ
に
追
わ
れ
て
い
る
o
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問
そ
れ
で
も
生
活
は
き
わ
め
て
困
難
で
、
先
年
か
ら
収
穫
不
能
に
陥
っ
て
餓
死
に
瀕
し
た
時
は
、
相
良
藩
に
助
命
の
た
め
借
用
を
願
い
出

た
か
ら
、
藩
で
は
吟
味
し
て
貸
渡
し
た
こ
と
も
あ
る
。
附
総
じ
て
椎
葉
山
中
は
、
畑
畠
と
焼
畑
に
育
つ
茶
が
渡
世
の
主
柱
で
あ
る
。
そ
の
茶

は
六
月
ま
で
に
仕
舞
っ
て
山
中
へ
入
り
込
ん
で
く
る
商
人
に
売
る
か
ま
た
は
他
領
へ
売
り
出
す
。
秋
の
収
納
は
雑
穀
物
ば
か
り
で
渇
々
の

食
用
に
し
て
し
ま
う
。
』

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
現
地
認
識
を
持
っ
た
両
人
は
、

翌
延
享
四
丁
卯
年
江
戸
に
上
り
、
勘

定
所
と
「
御
年
貢
運
上
」
新
設
の
手
続
き
を
介
し
て
種
々
交
渉
を
重
ね
、
約
二
カ
月
間
も
粘
っ
た
。
そ
し
て
初
年
度
分
の
手
続
き
が
事
務

的
に
お
く
れ
て
茶
の
収
入
期
を
外
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
度
分
は
ど
ん
な
に
工
面
し
て
も
、

一
度
に
納
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
建
前
を
勘
定
所
に
承
認
さ
せ
、

四
カ
年
々
賦
納
め
に
成
功
し
た
。
幕
府
側
と
し
て
も
従
来
無
年
貢
地
で
あ
っ
た
椎
葉
に
新
し
く
年
貢

や
運
上
銀
を
課
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
初
め
は
屋
舗
井
畑
畠
分
米
と
し
て
名
目
ば
か
り
の
軽
少
な
負
担
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
の
額
は
御

年
貢
米
六
石
三
斗
一
升
九
合
三
勺
二
才
と
鉄
抱
井
畑
茶
運
上
銀
一
貫
九
十
八
匁
四
分
四
厘
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
「
尤
土
地
茂
広
家
居
村
数

茂
多
稼
之
品
茂
有
之
事
候
間
此
上
無
間
断
被
致
吟
味
段
々
御
年
貢
運
上
相
増
侯
様
可
致
侯
」
⑮
と
爾
後
へ
の
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
の

は
見
逃
が
せ
な
い
重
要
事
で
あ
る
o

(4) 

寛
延
三
年
二
七
五

O
)
増
上
納
申
し
渡
し

「
寛
延
二
己
巳
年
椎
葉
山
為
見
分
御
普
請
役
両
人
被
差
越
見
分
相
済
翌
年
春
増
上
納
之
儀
被
仰
渡
候
」
⑫
と
あ
る
。
別
の
資
料
で
は
「
寛

延
二
年
己
巳
自
ニ
江
府
一
見
分
使
下
向
白
レ
是
貢
品
高
倍
増
」
⑮
と
あ
る
。

こ
れ
は
さ
き
の
延
享
三
年
の
御
年
貢
運
上
新
設
か
ら
わ
ず
か
に
四

年
目
で
、
早
く
も
幕
府
が
見
分
使
を
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
前
項
の
末
尾
に
記
し
た
「
無
間
断
被
致
吟
味
:
:
:
」
の
意
図
が
如
何
に
き
び

し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
に
は
、
幕
府
側
か
ら
み
れ
ば
、
延
享
三
年
の
上
納
新
設
は
、
名
目
ば
か
り
の
低
負
担

に
と
ど
め
た
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
山
中
の
住
民
が
こ
れ
に
対
し
て
ど
ん
な
反
応
を
示
す
か
に
は
、
幕
府
当
局
も
一
抹
の
不
安
を
禁
じ
え



な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
両
三
年
は
兎
に
も
角
に
も
事
な
く
す
ん
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
た
び
(
寛
延
三
年
)

の
増
上
納
が
決
定
し
て
も
な
お
、
椎
葉
山
中
が
平
穏
に
済
む
と
い
う
自
信
は
幕
府
側
に
も
持
て
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
増
上
納
実
施

の
年
で
あ
る
寛
延
二
一
庚
午
年
四
月
に
は
、

「
椎
葉
山
中
之
者
共
帯
万
取
揚
之
儀
御
勘
定
所
ぷ
被
仰
渡
候
」
@
で
あ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
増
上

納
に
反
対
す
る
山
中
勢
力
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
が
不
測
の
実
力
行
使
に
発
展
す
る
可
能
性
に
備
え
て
、
予
め
そ
の
対
策
を
た
て
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
o

た
だ
し
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、

さ
ら
に
相
良
藩
が
巧
み
に
こ
の
事
を
利
用
し
、
増
上
納
の
達
成
に
資
し
た
と
判
断
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さ
れ
る
賢
策
が
採
ら
れ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
椎
葉
山
之
者
帯
万
一
件
」
@
に
よ
る
と
、
宝
暦
十
四
甲
申
年
四
月
、

人
士
口
藩
は
、

「
去
る
寛
延
三
庚
午
年
に
椎
葉
山
中
に
対
し
て
帯
万
停
止
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
若
し
ゃ
今
で
も
大
庄
屋
や
名
主
で
苗
字
帯
万
し
て
い

る
者
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
訳
を
書
き
出
す
よ
う
に
」
と
の
幕
命
を
受
け
た
。
そ
こ
で
藩
で
は
、
こ
れ
に
応
え
て
大
要
次
の
よ
う
な
趣
旨
の

書
付
け
を
提
出
し
、
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
o

即
ち
「
椎
葉
山
中
の
者
ど
も
が
帯
万
し
て
い
た
の
は
、
当
藩
が
支
配
を
仰
せ
付
か

る
よ
り
も
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ム
7

に
な
っ
て
取
揚
げ
て
土
百
姓
扱
い
に
す
れ
ば
、
彼
等
は
生
活
の
苦
し
み
に
加
え
て
い
よ
い

よ
気
落
ち
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
も
幕
府
の
威
光
で
無
理
に
申
付
け
る
な
ら
ば
、
如
何
よ
う
に
も
彼
等
を
畏
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
少
し
で
も
彼
等
に
は
げ
み
を
持
た
せ
て
年
貢
に
出
精
さ
せ
た
い
と
考
え
る
か
ら
、
是
迄
通
り
帯
万
の
儀
は
差
し

ゆ
る
し
下
さ
れ
た
い
。
」

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府
と
し
て
は
人
吉
藩
ま
か
せ
と
い
う
こ
と
に
落
ち
つ
き
、
椎
葉
山
中
の

苗
字
帯
万
は
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藩
と
し
て
は
、
椎
葉
に
思
を
売
っ
て
年
貢
増
に
よ
る
変
事
な
ど
の
起
る
の
を
未
然
に
防
ぐ
策

に
出
た
も
の
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
増
上
納
が
具
体
的
に
ど
れ
だ
け
の
数
量
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

わ
ず
か
な
関
係
資
料
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
適
確

11 

な
判
断
を
下
す
に
足
る
資
料
が
見
出
せ
な
い
。
ま
ず
宝
暦
六
丙
子
年
(
一
七
五
六
)

五
月
の
奥
書
を
も
っ
「
椎
葉
山
高
附
」
@
に
よ
る
と
、
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山
中
の
高
合
四
拾
八
石
七
斗
三
升
弐
合
で
あ
り
、
山
中
八
拾
四
ケ
村
別
の
内
訳
ま
で
整
然
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
七
十
二
年
後

の
文
政
十
一
戊
子
年
(
一
八
二
八
)
記
載
の

「
椎
葉
山
中
年
ミ
上
納
銀
高
寄
帳
」
の
中
に
「
宝
暦
三
突
酉
年
御
定
面
」

と
し
て
記
さ
れ
た

御
年
貢
米
九
石
七
斗
四
升
六
合
四
勺
の
基
本
高
@
と
し
て
採
用
さ
れ
た
石
高
に
当
る
。

も
う
一
つ
の
関
係
資
料
は
、

寛
延
四
辛
未
年
(
一

七
五
二
七
月
の
「
椎
葉
山
下
松
尾
村
焼
畑
見
取
御
年
貢
米
代
銀
上
納
帳
」
で
、
下
松
尾
村
組
拾
八
ケ
村
別
に
、
焼
畑
面
積
、
同
枚
数
、

そ
の
御
年
貢
米
、
代
銀
お
よ
び
込
銀
が
記
さ
れ
、
そ
の
合
計
額
は
焼
畑
面
積
一
五
七
町
三
反
七
畝
一
八
歩
、
枚
数
一
五

O
九
、
御
年
貢
米

一
二
石
六
斗
一
升
一
合
六
勺
、
代
銀
一
貫
二
九
六
匁
六
分
九
厘
六
毛
、
込
銀
三
匁
六
分
一
厘
三
毛
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
表
題
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
椎
葉
山
中
四
ケ
組
の
一
つ
で
あ
る
下
松
尾
村
組
だ
け
の
も
の
で
山
中
全
体
に
わ
た
る
記
載
で
は
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

「
椎
葉
山
高
附
」
が
山
中
全
体
で
高
四
拾
八
石
余
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
こ
ち
ら
は
下
松
尾
村
組
だ
け
で
、
御
年
貢
米
が
二
拾
士
宮

石
六
斗
余
に
達
し
、
文
政
十
一
年
の
「
椎
葉
山
中
年
ミ
上
納
銀
高
寄
帳
」
の
中
で
宝
暦
三
年
御
定
面
(
免
)
と
さ
れ
た
御
年
貢
米
九
石
七

斗
余
を
大
き
く
上
廻
っ
て
い
る
o

し
か
も
こ
の
「
:
:
:
代
銀
上
納
帳
」
は
「
椎
葉
山
高
附
」
よ
り
も
五
ヶ
年
前
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
資
料
聞
の
不
一
致
は
、

「
椎
葉
山
高
附
」
は
郷
帳
と
同
様
に
表
高
を
現
わ
し
、

「
:
:
:
代
銀
上
納
帳
」
は
実
際
に
上
納
し
た
額
を

示
し
た
現
高
的
性
格
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
納
得
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
筆
者
は

「
:
・
・
・
・
代
銀
上
納

帳
」
の
内
容
が
実
際
の
年
貢
負
担
に
近
い
数
値
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。

(5) 

宝
暦
三
受
酉
年
二
七
五
三
)
御
定
面
(
免
)

文
政
十
一
戊
子
年
の
「
椎
葉
山
中
年
ミ
上
納
銀
高
寄
帳
」
の
は
じ
め
に
、

「
山
中
村
ミ
上
納
銀
高
寄
覚
」
と
し
て
、

銀
五
百
八
拾
四
匁
七
分
八
厘
四
毛

御
年
貢
米
九
石
七
斗
四
升
六
合
四
勺
代
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但
御
定
直
段
米
壱
石
ニ
付
銀
六
拾
目
替

向
拾
四
匁
九
分
壱
厘
三
毛三

官
同
掛
り
銀

一内

壱
匁
七
分
五
厘
五
毛

御
伝
馬
宿
入
用
米
弐
升
九
合
弐
勺
四
才
代

高
百
石
ニ
付
六
升
掛
リ
米
壱
石
一
一
付
銀
六
拾
目
替

七
匁
三
分
壱
厘

御
蔵
前
入
用
銀
高
百
石
ニ
付
銀
拾
五
匁

掛
リ

五
匁
八
分
四
厘
八
毛

六
尺
給
米
九
升
七
八
日
口
四
勺
七
才
代

高
百
石
ニ
付
弐
斗
掛
リ
米
壱
石
ニ
付
銀
六
拾
目
替

同
五
百
九
拾
五
匁

鉄
抱
五
百
九
拾
五
挺
役
銀

但
壱
挺
一
一
付
壱
匁
宛

右
者
宝
暦
三
発
酉
年
御
定
面
。

以
上
の
記
述
が
あ
る
o

こ
れ
ら
の
記
載
内
容
は
前
項
で
考
察
し
た
関
係
に
照
し
て
、
新
し
く
加
増
し
た
も
の
は
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で

は
こ
の
項
を
設
け
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
延
享
三
年
以
来
、
御
年
貢
米
、
運
上
銀
上
納
と
い
う
形
式
で
は
じ
ま
っ
た
椎
葉
山
中

の
貢
税
負
担
が
、
こ
の
時
期
か
ら
石
高
に
対
す
る
定
面
(
免
)
制
の
貢
租
形
式
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
認
め
う
る
点
で
や
は
り
特
定
の
意

義
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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(6) 

文
政
十
一
戊
子
年
二
八
ニ
八
)
焼
畑
高
入
れ

前
項
に
も
記
し
た
文
政
十
一
年
の
「
椎
葉
山
中
年
ミ
上
納
銀
高
寄
帳
」
に
よ
る
と
、
そ
の
年
の
御
改
御
定
高
と
い
う
の
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

銀
六
貫
四
百
九
拾
七
匁
四
分
八
厘
壱
毛

御
年
貢
米
百
八
石
弐
斗
九
升
壱
合
弐
勺
六
才
代

但
御
定
直
段
米
壱
石
一
一
付
銀
六
拾
目
替

同
百
六
拾
五
匁
六
分
八
厘
六
毛

三
高
掛
り
銀

内
一
拾
九
匁
四
分
九
厘
三
毛

御
伝
馬
宿
入
用
米
三
斗
弐
升
四
合
八
勺
八
才
代

高
百
石
ニ
付
六
升
掛
り
米
壱
石
田
一
付
銀
六
拾
目
替

一
六
拾
四
匁
九
分
七
厘
五
毛

六
尺
給
米
壱
石
八
升
弐
合
九
勺
弐
才
代

高
百
石
ニ
付
弐
斗
掛
り
米
壱
石
-
一
付
銀
六
拾
目
替

一
八
拾
壱
匁
弐
分
壱
犀
八
毛

御
蔵
前
入
用
銀
高
百
石
ニ
付
銀
拾
五
匁

掛
り

同
弐
拾
匁
七
分
九
犀

新
田
見
取
御
年
貢
米
三
斗
四
升
六
合
五
勺
代

米
壱
石
ニ
付
銀
六
拾
目
替

右
者
此
節
御
改
御
定
高
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こ
れ
に
前
項
に
あ
げ
た
宝
暦
三
年
御
定
面
の
各
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
も
の
が
、
此
の
文
政
十
一
年
の
貢
税
負
担
額
の
総
計
か
と
思
つ

た
ら
、
実
は
そ
の
他
に
次
の
も
の
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

外
一
銀
三
匁
弐
分
八
厘

御
年
貢
米
代
井
高
掛
り
銀

鉄
勉
役
込
銀

一
向
五
拾
九
匁
三
分
八
厘
弐
毛

上
納
銀
高
十
歩
一
小
玉
銀
納
之
儀
明
和
元
甲
申
年

被
仰
出
候
ぷ
之
増
銀
井
此
節
御
高
入
-
一
相
成
侯
分
加
増

尤
元
帳
面
ニ
ハ
一

E
不
記
之
此
高
寄
四
掛
リ
ニ
割
付
小
割
者
役
人
β

割
合
取
納
之
上
上
納
之
筈

一
同
拾
八
匁
五
分
壱
厘
七
毛

焼
畑
御
年
貢
米
代
込
銀

但
此
込
銀
ハ
先
年
ぷ
之
通
一
一
而
増
減
無
之

一
同
壱
分
六
厘
七
毛

新
田
見
取
御
年
貢
代

込
銀
此
節
ぷ
相
増

〆
八
拾
壱
匁
三
分
四
厘
六
毛

こ
れ
を
加
え
て
合
七
貫
九
百
六
拾
目
が
文
政
十
一
年
の
椎
葉
に
課
せ
ら
れ
た
貢
租
負
担
の
全
額
で
あ
る
。
こ
れ
を
宝
暦
三
年
、
迄
の
貢
租
負

担
額
と
比
べ
る
と
、
実
に
六
・
六
倍
余
の
増
大
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
幅
増
加
を
お
こ
し
た
最
大
の
根
拠
は
、
そ
れ
ま
で
焼
畑

が
見
取
御
年
貢
と
し
て
軽
い
負
担
で
済
ん
で
い
た
も
の
を
、
こ
の
時
か
ら
「
是
迄
之
見
取
焼
畑
此
節
御
高
入
相
成
」
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
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る
。
そ
の
分
と
し
て
の
高
五
百
四
拾
壱
石
四
斗
五
升
六
合
三
勺
で
、
免
弐
ツ
の
計
算
で
御
年
貢
米
が
百
八
石
弐
斗
九
升
壱
合
弐
勺
六
才
に

当
り
、
そ
の
代
銀
が
実
に
六
貫
四
百
九
拾
七
匁
四
分
八
厘
壱
毛
に
達
し
た
の
で
あ
る
o

そ
の
外
に
新
田
見
取
御
年
貢
の
新
設
(
新
田
見
取

場
面
積
、

田
三
町
四
反
六
畝
拾
五
歩
、

そ
の
取
米
三
斗
四
升
六
合
五
勺
、
代
銀
弐
拾
日
七
分
九
厘
)
や
そ
の
込
銀
(
壱
分
六
厘
七
毛
)
の

増
加
、
或
は
明
和
元
甲
申
年
(
一
七
六
四
)

に
創
設
さ
れ
た
小
玉
銀
(
上
納
銀
高
十
歩
一
税
で
銀
五
拾
九
匁
三
分
八
厘
弐
毛
)
な
ど
幾
つ

か
の
名
目
の
新
設
や
増
加
分
が
加
算
さ
れ
た
一
切
合
切
の
結
果
(
宝
暦
三
年
分
も
含
む
)
が
銀
七
貫
九
百
六
拾
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
o

こ
の
数
値
に
対
比
し
て
も
、
こ
の
年
焼
畑
高
入
れ
に
よ
る
年
貢
米
代
銀
の
六
貫
四
百
九
拾
七
匁
四
分
八
厘
壱
毛
と
い
う
の
が
、
ど
ん

な
に
大
き
な
比
率
を
占
め
る
か
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
を
椎
葉
山
中
四
ケ
村
組
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
通
り

と
な
る
。

大
河
内
村
組
拾
六
ケ
村

銀
壱
貫
五
百
拾
五
匁
五
分
壱
厘
壱
毛

下
松
尾
村
組
拾
八
ケ
村

銀
弐
貫
八
百
六
拾
四
匁
四
厘
六
毛

向
山
村
組
拾
壱
ケ
村

銀
壱
貫
三
百
七
匁
六
分
弐
厘
七
毛

下
福
裏
村
組
三
拾
九
ケ
村

銀
弐
貫
弐
百
七
拾
弐
匁
八
分
壱
厘
六
毛

こ
れ
を
負
担
率
に
直
す
と
、
大
河
内
村
組
約
一
九
話
、
下
松
尾
村
組
同
三
六
%
、
向
山
村
組
同
二
ハ
%
、
下
福
裏
東
村
組
同
二
九
%
で
、

こ
の
比
率
は
大
体
四
ケ
村
組
の
当
時
に
お
け
る
経
済
的
実
力
の
表
示
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
o

以
上
で
椎
葉
山
中
に
焼
畑
検
地
帳
が
備

え
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
る
に
当
っ
て
、
内
容
の
概
括
的
な
一
部
に
も
ふ
れ
た
が
、

さ
ら
に
そ
の
具
体
的
な
内
容
分
析
は
稿
を
改
め
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て
開
陳
し
よ
う
。

⑬⑫⑪⑬⑤③⑦⑥①④③②①  

井
口
文
書
第
五
号
ノ
二
、
及
び
藤
南
相
良
系
譜
二
十
代
長
毎
条

井
口
文
書
第
五
号
ノ
二

椎
葉
村
史
七
回
頁

同
右

相
良
近
世
文
書
三

O
号

同
右
及
び
徳
川
実
紀
九

0
0
1九
O
一
頁
並
に
日
向
地
誌

椎
葉
村
史
九
三
頁
及
び
藤
南
相
良
系
譜

椎
葉
村
史
八
八
頁

藤
南
相
良
系
譜
(
頼
央
之
部
、
頼
完
之
部
、
福
将
之
部
、
長
泰
之
部
)
及
び
井
口
文
書
第
五
二

井
口
文
書
第
五
|
二

相
良
近
世
文
書
第
四

O
七
号

同
右

椎
葉
山
御
年
貢
井
諸
運
上
被
仰
出
候
-
一
付
両
人
山
中
検
見
被
仰
付
江
戸
御
勘
定
所
江
罷
出
諸
口
問
相
伺
御
答
之
記
(
井
手
源
駄
左
衛
門
、
西
善
右
衛

門
両
人
御
答
之
記
)

井
口
文
書
第
五
|
二

井
手
源
駄
左
エ
門
、
西
善
右
ヱ
門
両
人
御
答
之
記

同
右

井
口
文
書
第
五
|
二

藤
南
相
良
系
譜
主
催
守
頼
峯
之
部
)

井
口
文
書
第
五
|
二

笹
淵
家
文
書

@ ⑬⑬⑪⑬⑬⑬  
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@
相
良
近
世
文
書
第
二
二
三
号

⑫
免
二
ツ
と
し
て
算
出
さ
れ
る
。




