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保
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現
武
生
市
船
観
町
に
は
、
か
つ
て
稲
吉
保
な

る
国
街
領
が
あ
り
、
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
に
石

清
水
八
幡
宮
に
施
入
さ
れ
て
、
関
係
史
料
三
点

を
今
に
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
こ
れ
ら

の
史
料
を
紹
介
し
つ
つ
、
稲
士
口
保
の
歴
史
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

稲
士
口
保
に
関
す
る
初
見
史
料
は
、
次
節
に
引

(
婦
)
す
(
見
永
和
三
(
一
三
七
七
)
年
十
一
月
日
の

散
用
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
石
清
水
八
幡
宮
が

当
保
の
支
配
の
た
め
に
作
成
さ
せ
た
も
の
と
考

泉

稲
吉
保

2 5ノ4

え
ら
れ
る
か
ら
、
稲
士
口
保
が
石
清
水
八
幡
宮
に

施
入
さ
れ
た
の
は
永
和
三
年
を
あ
ま
り
遡
ら
な

い
時
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
施
入
の
主
体

に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
当
八
幡
宮
が
武

門
に
よ
っ
て
尊
崇
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
そ
れ
が
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ

ぼ
確
か
で
、
ま
た
少
な
く
と
も
越
前
の
国
街
領

を
領
有
す
る
権
限
を
有
し
た
者
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
稲
吉
保
の
施
入
に
よ
く
似

た
事
例
を
他
に
求
め
て
み
る
な
ら
ば
、
永
和
五
(

一
三
七
九
)
年
二
月
二
十
四
日
に
、
将
軍
足
利
義

満
が
石
清
水
八
幡
宮
に
越
前
田
河
南
下
郷
半
分

(
2
)
 

を
寄
進
し
て
い
る
史
料
が
得
ら
れ
、
こ
れ
と
同
様

の
経
過
を
稲
吉
保
に
つ
い
て
も
想
定
し
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
の
で
、
稲
士
口
保
は
将
軍
足
利
義
満

に
よ
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
に
施
入
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

博

注

l

『
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
文
書
』
第
二
四
八
号

(
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
四
)

2
『
石
清
水
八
幡
宮
菊
大
路
家
文
書
』
第
一
七
三

号
(
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
四
)

i

R

(

算
)

稲
吉
保
の
初
見
史
料
た
る
散
用
状
は
、
当
該

時
期
の
越
前
に
お
い
て
は
比
較
的
例
の
少
な
い

も
の
で
あ
る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
に
全
文
を
掲

載
し
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
こ
の
散
用

状
に
見
ら
れ
る
支
配
の
実
態
は
、
施
入
を
受
け

た
石
清
水
八
幡
宮
が
そ
の
時
点
で
新
た
に
設
定

し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
か
つ
て

の
固
街
領
段
階
に
お
け
る
支
配
方
式
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
散
用
状
は
、
極
め
て
乏
し
い
越

前
回
街
領
関
係
の
史
料
の
一
っ
と
し
て
、
充
分

に
注
目
す
べ
き
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お

こ
の
散
用
状
の
内
容
を
理
解
し
や
す
く
整
理
す

る
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。

(
端
裏
書
)

-
稲
吉
保
永
和
三
年
散
用
状
」

注
進

切、nHμ

稲
士
口
保
日
目
竹
御
年
貢
以
下
散
用
状
目
安

ムロ

惣
回
数
玖
町
小
五
十
歩

分
米
伍
拾
捌
石
八
斗
七
合
之
内
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泉

稲
吉
保

除壱
石
壱
斗
井
料

弐
拾
陸
石
損
亡
御
免

残
米
参
拾
壱
石
七
斗
七
合

日
米
砕
石
参
斗
二
升
七
合
八
タ
一
オ

新
田
七
段
小
所
当
米
弐
石
弐
斗

反
別
三
斗
定

御
佃
米
拾
参
石
弐
斗

厨

米

拾

壱

石

都
合
延
米
陸
拾
弐
石
蜂
斗
二
升
八
合
八
タ

一
才

除参

斗

上

分

米

参

斗

斤

付

伍

斗

御

倉

付

壱

石

壱

斗

御

倉

祭

伍

斗

万

石

米

壱

石

算

失

拾
壱
石
保
司
給

以
上
拾
蜂
石
七
斗

残
御
米
津
拾
染
石
参
斗
二
升
八
合
八
タ
一

オ

除壱
石
染
斗
五
升
五
合
当
年
守
護
役
ニ
御
免

四

斗

七

升

河

賃

以
上
弐
石
弐
斗
二
升
五
合

(数値は史料のまま)〔第 1'表〕散用状

諸役90反170歩回

1，100文御i易銭(反別0.65)
(石)

58.807 分米

(名別300文)3，300 夫用途(井料・措亡)一)27.1 

31. 707 

除

(名別2日丈)

+) 880 (名別回丈)

5，500 

220 草干銭

暑T象等代4.32781 十)口米

残米

以上(反別0.3)2.2 新田所当米+)

550 御湯銭春進上 ) +) 13.2 御f回米

)3，923 守護役+)11 

62.42881 

厨米

両度之夫 2人 ) 600 

427 残定御銭(上分米など))14.7 

47.32881 

都合延米

除

(守護役・河貨))2.225 

43.46381 

残御米

除

定御米

56反180歩畠

(反別0.25)

16両 2分のうち当畑14両(16両2分=66分)

(石)

14.125 分大豆

御服
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定
御
米
捧
拾
参
石
蜂
斗
陸
升
三
合
八
タ

オ

畠
伍
町
六
段
半

御
服

分
大
豆
拾
蜂
石
壱
斗
二
升

五
合

拾
陸
両
二
分
之
内
当
畑
拾
四
両

弐
両
弐
分
者
依
下
地
荒
不
弁

壱
貫
百
丈
之
内
五
百
五
十
文

春
進
上

名
別
三
百
文
定

名
別
廿
丈
定

一
御
湯
銭

参
貫
参
百
文

弐
百
廿
文

暑蚕草夫
務空干用

銭途
手口
布

白
てr

等
代

名八
別百
八八
十十
文文
定

以
上
伍
貫
五
百
文
之
内

五
百
五
十
文
御
湯
銭
春
進
上

参
貫
玖
百
弐
十
三
文
今
年
守
護
役
ニ
御
免

陸
百
文
春
秋
両
度
之
夫
凡
二
人
之
立
用

残
定
御
銭
蜂
百
弐
十
七
文

右
、
太
略
注
進
如
件
。

永
和
参
年
十
一
月

61 

ま
ず
、

(
梱
)
所
(
花
押
)

安
主
(
花
押
)

保
司
(
花

rt

(
紙
継
目
裏
に
田
所
の
花
押
あ
り
)

散
用
状
の
後
半
部
分
の
諸
役
の
項
に

日

泉

稲
土
ロ
保

(→ 

注
目
す
る
と
、
夫
用
途
・
草
干
銭
・
即
時
離
等
代

み
よ
う

の
い
ず
れ
も
が
名
別
賦
課
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
数
値
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
稲
士
口
保
は
十

み
よ
う

一
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
後
に
引
用
す
る
大
永
二
二
五

二
二
)
)
年
九
月
の
雑
掌
目
安
状
案
に
「
十
一
名
々

主
」
と
あ
る
の
と
合
致
し
て
い
る
。
同
列
に
見

え
る
御
湯
銭
に
は
か
か
る
注
記
が
な
さ
れ
て
い

な
い
が
、
し
か
し
そ
の
数
値
か
ら
判
断
す
れ
ば

同
様
に
名
別
賦
課
(
名
別
百
丈
)
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
稲
士
口
保

を
構
成
し
た
十
一
名
は
、
諸
役
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
が
計
五

O
O
文
(
全
体
で
計
五
五

O
O丈
)

ず
つ
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
¥

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
均
等
な
諸
役
を
負
担

す
る
た
め
に
は
、
名
の
田
畠
面
積
も
ほ
ぽ
均
等

に
配
分
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
べ
き
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

名
に
属
す
る
田
畠
面
積
の
均
等
で
あ
る
事
例

と
し
て
は
、
既
に
大
和
池
田
庄
・
横
田
庄
・
若

狭
太
良
庄
・
豊
前
岩
崎
庄
な
ど
の
研
究
が
あ
っ

て
、
こ
う
し
た
均
等
名
は
、
当
該
所
領
の
領
有

者
が
、
そ
の
家
産
経
済
維
持
の
た
め
に
所
領
に

対
し
て
何
を
求
め
る
か
と
い
う
目
的
に
添
っ
て

名
編
成
を
行
な
う
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
く
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
名
は
、

名
別
賦
課
の
諸
負
担
の
納
入
単
位
と
し
て
適
切

に
機
能
し
う
る
だ
け
の
規
模
と
構
造
を
持
つ
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
所
領
内
の
農
民
の

経
営
や
所
有
の
実
態
を
投
影
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
名
を
管
理
す
る
最
下
級
の
庄

官
が
名
主
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
名
別
の
諸
負
担

を
遅
滞
な
く
納
入
す
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
要

請
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
義
務
に
付
属
し
て
、
反

別
賦
課
の
分
米
な
ど
の
徴
収
も
あ
わ
せ
て
取
り

行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
名
の
特
質
は
、
単
に
庄
園
に
お
い
て

だ
け
で
な
く
、
稲
士
口
保
の
ご
と
き
国
街
領
に
お

い
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
理
解

を
前
提
に
し
て
、
前
掲
の
散
用
状
を
さ
ら
に
詳

し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
稲
吉
保
の
惣
回
数
は
九

O
反
一
七

O
歩

と
あ
る
。
こ
れ
を
以
下
で
は
本
田
(
新
田
な
ど

に
対
比
す
る
意
味
で
)
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
本
田
が
十
一
名
に
均
等

に
配
分
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
名
は
約
八
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反
の
本
田
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

本
田
か
ら
は
分
米
五
八
石
八
斗
余
が
徴
収
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
反
別
に
換
算
す

れ
ば
六
斗
五
升
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
こ
の
分
米
か
ら
井
料
と
損
亡
を
ま
ず

控
除
し
て
残
米
三
一
石
七
斗
余
を
算
出
し
、
こ

れ
に
日
米
・
新
田
所
当
米
・
御
佃
米
・
厨
米
を

新
た
に
加
算
し
て
都
合
延
米
六
二
石
四
斗
余
を

計
算
す
る
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
惣
回
数

1
本
回
の
う
ち
に
は
、
川

成
・
不
作
等
の
損
亡
地
が
含
ま
れ
て
い
る
一
方

で
、
新
田
・
佃
・
厨
田
(
厨
米
負
担
の
団
地
を

仮
に
こ
う
称
す
る
こ
と
に
す
る
)
等
が
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

散
用
状
の
記
載
方
式
は
、
例
え
ば
若
狭
太
良
庄

の
実
検
取
帳
目
録
に
お
け
る
そ
れ
と
は
か
な
り

相
異
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
太
良
庄
の
場
合

に
(
判
、
惣
回
数
か
ら
不
作
・
河
成
を
ま
ず
除
い

て
見
作
目
を
算
出
し
、
こ
こ
か
ら
仏
神
田
・
佃
・

諸
給
田
等
の
除
回
を
引
い
て
定
田
を
計
算
し
、

つ
い
で
こ
の
定
固
か
ら
の
所
当
米
に
加
徴
米
・

勘
料
米
・
佃
米
を
加
算
し
て
徴
収
米
総
量
を
算

出
す
る
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
太
良
庄
の
事
例
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な

よ
う
に
、
稲
士
口
保
の
惣
回
数
は
、
文
字
通
り
の

団
地
総
面
積
を
表
示
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て

な
く
、
控
除
す
べ
き
除
田
部
分
を
あ
ら
か
じ
め

引
い
て
し
ま
っ
た
面
積
(
つ
ま
り
定
回
に
川
成
・

不
作
を
加
え
た
面
積
)
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
記
載
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
こ
の
散
用
状
か
ら
稲
吉
保
全
体
の

規
模
や
構
造
を
子
細
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
散
用
状
を
作
成
さ
せ
た
新
領
有
者
石

清
水
八
幡
宮
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
記
載
方

式
は
む
し
ろ
適
切
で
あ
っ
た
と
き

T
j
べ
き
で
、

除
田
部
分
を
い
ち
い
ち
控
除
す
る
煩
雑
さ
を
ま

ぬ
が
れ
て
、
分
米
を
徴
収
し
う
る
本
田
だ
け
に

注
目
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
記
載
方
式
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
稲
吉
保
が
そ
れ
ま
で

国
街
領
に
属
し
て
い
て
、
在
地
有
力
者
た
る
在

庁
官
人
が
保
司
と
し
て
当
保
を
支
配
し
て
い
た

と
い
う
経
緯
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
新
た
に

石
清
水
八
幡
宮
領
と
な
っ
て
こ
の
散
用
状
が
作

成
さ
れ
た
段
階
に
な
っ
て
も
、
保
司
に
は
交
代

が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
地
を
熟
知
し
て
い

る
保
司
は
、
こ
と
細
か
に
そ
の
構
造
や
規
模
を

記
載
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
想
像
を
逗
し
く
す
れ
ば
、
敢
え
て
記
載
し
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
石
清
水
八
幡

宮
も
、
除
田
部
分
ま
で
知
ろ
う
と
は
し
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
右
の
ご
と
く
に

や
や
簡
略
な
散
用
状
が
作
成
さ
れ
る
に
至
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
散
用

状
中
で
、
損
亡
と
し
て
二
六
石
(
分
米
の
四
四

%
に
あ
た
る
)
の
控
除
が
見
え
る
点
は
注
目
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
南
北
朝
期
に
至
つ
で
も
な
お

田
地
は
安
定
的
に
経
営
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
当
保
は
現
日
野
川
右
岸
に
立
地
し

て
い
た
か
ら
、
用
水
管
理
等
に
困
難
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
用
水
管
理
の

た
め
に
下
行
さ
れ
て
い
る
井
料
米
一
石
一
斗
と

い
う
の
は
、
そ
の
数
値
か
ら
考
え
て
、
名
列
一

斗
の
配
分
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
、
都
合
延
米
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て

加
算
さ
れ
て
い
る
日
米
以
下
の
四
項
目
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
日
米
は
、
い
わ
ば
付
加
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税
に
あ
た
る
も
の
で
、
分
米
も
し
く
は
残
米
を

基
準
に
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
比
率
等
に
つ
い
て
は
残
念
な
が

ら
よ
く
判
ら
な
い
。
つ
い
で
新
田
所
当
米
が
計

上
さ
れ
て
い
る
。
新
国
は
七
反
一
二

O
歩
で
、

む
ろ
ん
こ
れ
は
惣
回
数

1
本
図
面
積
に
は
含
ま

れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
反
別
三
斗
の
所
当
米
を

乗
じ
て
、
計
二
石
二
斗
が
収
納
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
多
く
の
損
亡
地
を
一
方
で
は
出

し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
新
田
の
開
発
が
行
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

か
か
る
開
発
の
努
力
を
促
し
た
の
は
、
税
率
が

本
田
反
別
六
斗
五
升
に
対
し
て
反
別
三
斗
と
低

く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
御
佃
米
が
あ
る
。
佃
と
い
う
の
は
、
当
該

所
領
の
領
主
が
直
営
す
る
団
地
の
こ
と
で
、
領

主
(
む
ろ
ん
現
地
で
は
そ
の
代
官
)
は
近
在
の

農
民
に
種
子
・
農
料
を
下
行
し
て
こ
れ
を
耕
作

き
せ
、
か
わ
り
に
収
穫
の
全
て
を
徴
収
す
る
も

の
で
あ
る
。
御
佃
米
と
て
尊
称
が
冠
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
特
別
の
扱
い
を
受
け
る
と

共
に
、
佃
米
が
領
主
に
上
納
さ
れ
る
か
ら
な
の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
参
考
の
た
め
に
若
狭
太
良

泉

稲
吉
保

(ー)

庄
の
佃
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
太
良
庄
で
は

佃
五
反
が
五
名
に
対
し
て
各
一
反
あ
て
配
分
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
所
当
米
と
し
て
反
別
一

石
四
斗
、
計
七
石
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
佃
の
扱
い
が
同
様

に
稲
吉
保
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
当
保
の
十
一
名
に
対
し
て
も
各
一
反

あ
て
、
計
一
一
反
の
佃
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
、
佃
米
は
二
二
石
二
斗
と
見
え
る
か

ら
、
反
別
(
つ
ま
り
は
名
別
)
一
石
二
斗
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
佃

経
営
の
責
任
者
が
、
す
な
わ
ち
名
主
な
の
で
あ

る
。
な
お
、
当
保
の
佃
面
積
が
惣
回
数

l
本
田

に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
あ
る
。
次
に
、
厨
米
一
一
石
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
厨
と
は
恐
ら
く
国
衝
に
付
設
さ
れ
て
い

た
厨
房
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
そ
の
運
営
の
た
め

に
か
か
る
特
別
の
賦
課
が
行
な
わ
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
列
に
見
え
た
佃

が
、
本
田
と
は
別
扱
い
に
な
っ
て
名
別
一
反
あ

て
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に

厨
米
を
負
担
す
べ
き
厨
回
も
、
本
田
と
は
区
別

し
て
名
別
に
配
分
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
厨
米
一
一

石
は
名
別
一
石
あ
て
の
負
担
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
の
厨
田
の
面
積
は
名
別
一
反
あ
て
(
当

保
全
体
で
一
一
反
、
本
田
に
含
ま
れ
ず
)
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
検
討
に

よ
っ
て
、
加
算
部
分
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る

四
項
目
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
面
積
が
惣
回
数

1

本
田
に
は
含
ま
れ
ず
(
日
米
は
問
題
外
)
、
ま

た
佃
と
厨
回
と
は
共
に
一
反
ず
つ
が
、
十
一
名

に
均
等
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。

か
く
し
て
算
出
さ
れ
た
都
合
延
米
六
二
石
四

斗
余
か
ら
、
今
度
は
必
要
経
費
と
し
て
七
項
目
、

計
一
四
石
七
斗
が
控
除
さ
れ
て
、
残
御
米
四
七

石
三
斗
余
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
残
御
米

に
は
尊
称
御
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
部

分
が
当
保
の
領
有
者
(
現
時
点
で
は
石
清
水
八

幡
宮
、
以
前
は
国
街
)
に
確
定
的
に
上
納
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ど
の

よ
う
な
控
除
分
が
あ
っ
た
の
か
、
七
項
目
に
つ

い
て
順
不
同
な
が
ら
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
最
も
多
い
経
費
と
し
て
保
司
給
一
一
石

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
保
の
現
地
管
理
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者
た
る
保
司
に
給
与
さ
れ
る
部
分
で
、
当
該
散

(
案
)

用
状
の
末
尾
に
署
名
し
て
い
る
保
司
・
安
主
・

田
所
に
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

こ
の
一
一
石
と
い
う
数
値
が
、
前
述
し
た
厨
米

一
一
石
と
全
〈
同
量
で
あ
る
点
に
こ
こ
で
は
注

目
し
た
い
。
つ
ま
り
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
厨

米
と
し
て
加
算
さ
れ
て
い
た
一
一
石
と
い
う
の

は
、
実
は
保
司
給
に
当
て
ら
れ
る
一
一
石
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で

に
若
狭
太
良
庄
の
例
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
な

っ
て
い
た
よ
う
に
、
厨
米
を
負
担
す
る
厨
回
は
、

惣
回
数

1
本
田
に
含
ま
れ
な
い
除
田
部
分
に
あ

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
太
良
庄
に
お
け

る
除
回
に
は
、
仏
神
田
・
佃
と
と
も
に
諸
給
田

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
厨
田
は
給

回
の
性
格
を
持
つ
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で

あ
る
。
先
に
、
御
佃
米
に
冠
さ
れ
て
い
る
尊
称

御
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
領
主
に
上
納
さ
れ
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
言
え
ば
、
同
列
の
厨
米
に

尊
称
が
見
え
な
い
の
は
、
こ
れ
が
領
主
に
上
納

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
在
地
に

留
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
も
わ
ず
か
な
が
ら

に
右
の
可
能
性
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し

こ
の
厨
回

l
給
田
と
い
う
推
測
が
妥
当
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
厨
米
と
保
司
給
と
の
散
用
状

上
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
保
が
国

街
領
と
し
て
在
庁
官
人
の
支
配
下
に
あ
っ
た
段

階
で
は
、
厨
回
は
惣
回
数
に
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
街
に
納
入
さ
れ
る
分

米
と
と
も
に
厨
米
も
、
散
用
状
に
加
算
部
分
と

し
て
計
上
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
国

街
厨
房
で
こ
の
厨
米
を
受
納
す
る
在
庁
官
人
が
、

同
時
に
当
保
の
保
司
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

一
旦
計
上
さ
れ
た
厨
米
は
、
今
度
は
保
司
給
と

い
う
必
要
経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
と
く
に
現
時
点
は
、
当
保
の
領
有
者
が
国

街
か
ら
石
清
水
八
幡
宮
に
変
更
に
な
っ
た
時
で

あ
る
か
ら
、
以
前
な
ら
ば
在
庁
官
人
は
分
米
す

ら
も
自
己
所
得
に
な
し
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

以
後
は
か
か
る
混
同
し
た
取
り
扱
い
が
許
さ
れ

る
は
ず
も
な
く
、
た
め
に
分
米
と
保
司
給
と
は

厳
密
に
区
別
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厨
米
と
保
司
給
と
が
同
じ
一
一
石
と
い
う
数
値

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
も
し
こ
の
推
測
が
成
り
立
つ
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
当
保
の
当
初
の
設
立

の
目
的
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
す
な
わ
ち
、
当
保
は
、
保
司
に
任
ぜ
ら
れ

る
べ
き
国
街
厨
房
の
在
庁
官
人
の
家
産
経
済
を

運
営
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
大

山
喬
平
氏
は
、
若
狭
国
街
領
た
る
今
富
名
・
士
口

松
名
な
ど
の
在
庁
別
名
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
て
、
在
庁
官
人
達
が
旧
来
の
郷
を
分
割
し

て
多
く
の
在
庁
別
名
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
内
に

み
ず
か
ら
の
職
掌
に
従
っ
た
給
回
を
配
置
し
て

い
っ
た
(
つ
ま
り
自
分
が
在
庁
別
名
の
管
理
者

と
な
っ
て
給
田
を
確
保
す
る
)
と
述
べ
ら
れ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
事
態
を
稲
吉
保

に
お
い
て
も
想
定
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
当
保

は
、
平
安
末
期
の
国
街
領
に
お
け
る
別
名
体
制

の
成
立
期
に
、
越
前
国
街
の
厨
房
の
管
理
を
職

掌
と
す
る
在
庁
官
人
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
郷
か

ら
分
割
成
立
さ
せ
ら
れ
た
在
庁
別
名
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
必
要
経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
て
い
る
次

の
も
の
と
し
て
は
、
御
倉
付
五
斗
と
御
倉
祭
一

石
一
斗
と
が
あ
る
。
前
者
は
分
米
等
を
現
地
保

管
す
る
た
め
の
御
倉
の
補
修
費
な
ど
に
当
て
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
こ
の
御
倉
で
挙

行
さ
れ
る
収
穫
祭
な
ど
の
祭
礼
の
運
営
費
の
こ

と
と
思
わ
れ
、
一
石
一
斗
と
い
う
数
値
か
ら
推

せ
ば
、
祭
礼
に
は
十
一
名
の
名
主
が
参
加
し
て

諸
事
万
端
を
整
え
、
こ
れ
に
対
し
て
各
一
斗
ず

つ
計
一
石
一
斗
が
下
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
上
分
米
と
い
う
の
は
、

近
在
の
社
組
に
奉
納
さ
れ
る
供
米
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
輿
福
寺
領
河
口
庄
本
庄
郷
の

下
用
米
の
う
ち
の
三
斗
が
、
「
御
米
運
上
之
時
、

神
々
上
分
米
」
と
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
の
と

同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
必

要
経
費
と
し
て
は
、
斤
付
・
万
石
米
お
よ
び
算

失
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
よ
く
判

〉
り
介
。
ぃ
。

こ
う
し
て
必
要
経
費
を
控
除
し
て
算
出
き
れ

た
残
御
米
四
七
石
三
斗
余
が
、
当
保
の
領
有
者

に
ほ
ぼ
恒
常
的
に
納
入
さ
れ
る
部
分
と
い
う
こ

泉

稲
士
口
保

(ー)

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
名
別
約
五
反
と
い

さ
ら
に
臨
時
的
に
指
し
引
か
れ
る
除
分
が
あ
る
。
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
畠
か
ら
は
分
大
豆
一
四

そ
れ
は
守
護
役
と
河
貨
で
あ
る
。
守
護
喰
と
は
、
石
一
斗
二
升
五
合
が
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
除
す

永
和
三
年
段
階
の
越
前
守
護
斯
波
高
経
が
、
国
れ
ば
反
別
二
斗
五
升
の
賦
課
で
あ
っ
た
と
計
算

内
の
諸
所
領
に
対
し
て
一
率
に
賦
課
し
た
臨
時
で
き
る
。
こ
の
畠
に
対
す
る
い
ま
ひ
と
つ
の
賦

(
呉
)

的
課
役
で
、
も
し
そ
の
賦
課
基
準
が
本
図
面
積
課
に
御
服
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
御
服
綿
」
と

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
反
別
約
二
升
と
記
す
史
料
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
真
綿
の

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
河
賃
と
い
う
の
は
こ
と
と
思
わ
れ
、
計
一
六
両
二
分
が
徴
収
さ
れ

御
倉
に
集
積
さ
れ
た
分
米
(
残
御
米
)
を
船
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
下
地
荒

波
河
運
搬
す
る
た
め
の
経
費
と
思
わ
れ
、
現
日
が
あ
る
た
め
二
両
二
分
を
不
弁
と
し
て
免
除
し

野
川
右
岸
の
当
保
か
ら
左
岸
の
国
街
在
庁
に
運
て
一
四
両
を
納
め
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

ぶ
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
の
御
服
の
賦
課
基
準
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
御

運
賃
の
比
率
は
、
残
御
米
四
七
石
三
斗
余
に
対
服
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
両
・
分
は
重
さ
を
表

し
て
四
斗
七
升
、
つ
ま
り
運
搬
す
べ
き
米
の
一
わ
し
、
一
両
が
四
分
で
あ
る
か
ら
、
一
六
両
二

%

で

あ

っ

た

。

分

は

六

六

分

と

換

算

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

以
上
の
諸
控
除
分
を
引
い
て
残
っ
た
定
御
米
か
る
に
こ
の
数
値
を
畠
地
面
積
で
除
し
て
み
て

四
三
石
四
斗
余
が
、
最
終
的
に
稲
吉
保
の
年
貢
も
、
決
し
て
適
切
な
基
準
数
値
は
得
ら
れ
な
い

米
と
し
て
保
か
ら
国
街
に
納
入
さ
れ
て
い
た
の
か
ら
基
準
は
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
る
。
当
保
が
石
清
水
八
幡
宮
に
施
入
さ
れ
そ
こ
で
想
到
さ
れ
る
の
が
十
一
名
と
い
う
名
編

て
以
後
は
、
こ
れ
が
下
向
し
て
き
た
雑
掌
に
手
成
数
で
あ
っ
て
、
御
服
を
名
別
の
負
担
と
考
え

渡

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

れ

ば

、

名

別

六

分

(
l
一
両
二
分
)
と
い
う
極

次
に
、
稲
吉
保
に
は
畠
が
五
六
反
一
八

O
歩
め
て
妥
当
な
数
値
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す

あ
る
。
こ
れ
が
十
一
名
に
ほ
ぼ
均
等
に
配
置
さ
な
わ
ち
御
服
は
、
前
述
の
御
佃
米
・
厨
米
や
諸
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役
銭
と
同
様
に
、
名
別
負
担
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
な
お
下
地
荒
で
不
弁
と
な
っ
て
い
た
二
両

二
分

1
一
O
分
に
つ
い
て
も
、
荒
畠
を
抱
え
る

名
に
対
し
て
適
切
に
配
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

き
て
次
に
、
諸
役
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る

四
項
目
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
は
先

に
述
べ
た
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
名
別
賦
課
と
な

っ
て
い
る
。
御
湯
銭
と
い
う
の
は
、
国
街
付
設

の
湯
殿
(
風
目
)
を
沸
か
す
た
め
の
負
担
と
思

わ
れ
、
本
来
は
指
定
さ
れ
た
日
時
に
名
単
位
で

湯
殿
に
勤
仕
し
て
湯
を
沸
か
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
が
後
に
銭
納
に
切
り
替
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
次
に
夫
用
途
と
し
て
名
別
三

O

O
文
、
計
三
三

O
O丈
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
国
衝
の
在
庁
官
人
が
京
上
す
る
の
に
随

伴
し
て
荷
役
に
従
事
し
た
り
、
あ
る
い
は
使
者

と
し
て
上
洛
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
負
担
の
こ

と
と
思
わ
れ
、
本
来
は
名
単
位
で
人
夫
そ
の
も

の
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
今
は
そ
れ
に
代
え
て
名
別
三

O
O
文
を

納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
年
は
「
春

秋
両
度
之
夫
凡
二
人
之
立
用
」
に
六

O
O文
が

既
に
支
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
人
夫
一
人
に
つ

き
三

O
O文
が
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
名
別

三

O
O
文
と
は
名
別
人
夫
一
人
の
代
わ
り
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
保
全
体
で
は

年
間
一
一
人
の
人
夫
が
確
保
で
き
た
わ
け
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
夫
一
人
が
三

O
O文
に

相
当
す
る
と
い
、
つ
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
参
考
の
た
め
に
祇
園
杜
が
越
前
府

中
へ
派
遣
し
た
使
節
の
例
を
見
て
み
る
と
、
京

か
ら
越
前
に
下
向
す
る
た
め
に
「
片
道
根
料
二

連
」
が
、
ま
た
「
上
洛
時
者
三
連
」
が
必
要
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
帰
路
の
三
連
と
は
「
旅
摂
百
五

十
丈
」
に
あ
た
る
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
一
連

と
は
五

O
丈
の
こ
と
で
あ
り
、
京
1
越
前
の
往

復
旅
費
と
し
て
計
二
五

O
丈
が
必
要
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
使
節
の
場
合

に
は
、
さ
ら
に
余
計
に
一

O
O
文
か
か
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
は
三
五

O
文
が

必
要
だ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
例
か
ら
考
え

る
な
ら
ば
、
当
時
は
京
1
越
前
の
往
復
旅
費
に

二
五

0
1
三
五

O
文
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
こ
の
経
費
は
先
の
人
夫
一
人
に
つ
き

三

O
O文
と
い
う
数
値
と
ほ
ぽ
合
致
し
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夫
用
途
名

別
三

O
O
丈
と
い
う
の
は
、
名
別
一
人
の
人
夫

を
京
へ
派
遣
す
る
代
わ
り
の
代
銭
納
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
次
に
、
草
子
銭
と
し
て
名
別
二

O

文
、
計
二
二

O
丈
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

が
い
か
な
る
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
ぁ

{
乾
)

る
い
は
飼
料
用
の
干
草
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
か
つ
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る

現
物
が
国
街
に
納
入
さ
れ
て
お
り
、
今
は
銭
納

(
薯
議
)

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
暑
務
・

和
布
・
白
苧
等
代
と
し
て
名
別
八

O
丈
、
計
八

八

O
文
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
馨
韻
は
や
ま
の

い
も
、
和
布
は
わ
か
め
、
白
苧
は
か
ら
む
し
の

こ
と
で
、
こ
れ
ら
も
本
来
は
現
物
納
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
今
で
は
銭
納
化
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
四
項
目
の
諸
役
と

し
て
名
別
計
五

O
O丈
、
総
計
五
五

O
O
文
の

納
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
徴
収
さ
れ
た
諸
役
銭

の
う
ち
か
ら
、
あ
る
時
に
は
「
春
秋
両
度
之
夫
」

の
ご
と
き
必
要
に
応
じ
て
経
費
が
支
出
さ
れ
、

あ
る
い
は
「
御
湯
銭
春
進
上
」
の
ご
と
く
に
当

保
領
有
者
に
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
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の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
永
和
三
年
段
階
に
お

い
て
は
既
に
当
保
に
対
し
て
新
た
に
越
前
守
護

の
支
配
力
が
波
及
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

実
に
三
九
二
三
文
と
い
う
多
額
の
守
護
役
が
当

年
は
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
徴
収
さ
れ
た

諸
役
銭
の
七

O
%を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
賦
課
基
準
に
つ
い
て
は
未
詳
な
が
ら
、
前
述

の
守
護
役
米
と
同
様
に
本
田
面
積
が
そ
の
基
準

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
反
当
た
り
約
四
五
文
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
稲
吉
保
の
新

領
有
者
た
る
石
清
水
八
幡
宮
は
、
諸
役
銭
と
し

て
当
年
は
、
「
春
進
上
」
の
五
五

O
文
に
残
定

御
銭
四
二
七
文
を
加
え
た
計
九
七
七
文
が
収
納

で
き
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
散
用
状
に
関
す
る
検
討
は

ほ
ぼ
終
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
ま
と
め
の
意
味

で
、
稲
吉
保
の
全
体
の
規
模
と
、
当
保
を
構
成

し
た
十
一
の
名
の
構
造
と
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。

稲
吉
保
全
体
の
規
模
を
表
示
し
た
の
が
第
二

表
で
あ
る
。
ま
ず
本
田
が
九

O
反
一
七

O
歩
あ

り
、
こ
の
う
ち
に
は
損
亡
御
免
二
六
石
に
相
当

す
る
田
地
四

O
反
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
い
で

泉

稲
吉
保

(ー)

〔第 2表〕稲吉保の規模

(石)

58.807 米分90反170歩本田(~惣回数)

〔うち損亡 40反 26. 

所当米7反120歩新田 2.2 

13.2 

11. 

御f回米

米厨

11反

11反

計 119反290歩

{困

厨回

(石)

14.125 分大豆56反180歩畠

総計 176反110歩

新
田
が
七
反
一
二

O
歩
、
佃
が
一
一
反
、
厨
回

が
一
一
反
あ
り
、
総
計
で
団
地
は
一
一
九
反
二

九

O
歩
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
次
に
畠
は
、

五
六
反
一
八

O
歩
あ
る
。
そ
し
て
団
地
と
畠
地

と
の
総
計
を
求
め
れ
ば
一
七
六
反
一
一

O
歩
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
当
保
に
属
す
る
回

畠
の
全
面
積
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
当
保
を
構
成
し
た
十
一
の
名
の
ひ
と

つ
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
構
造
と
規
模
を
ま
と

め
た
の
が
第
三
表
で
あ
る
。
す
で
に
何
度
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
役
銭
が
名
別
賦
課
で
あ

る
点
か
ら
推
せ
ば
、
当
保
は
十
一
の
均
等
名
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

各
名
の
規
模
や
構
造
は
比
較
的
容
易
に
算
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
本
田
が
約
八
反
配
置

さ
れ
、
こ
こ
か
ら
分
米
が
反
別
六
斗
五
升
(
つ

ま
り
名
別
に
し
て
約
五
石
三
斗
)
納
め
ら
れ
る
。

つ
い
で
佃
と
厨
回
と
が
名
別
一
反
あ
て
配
置
さ

れ
、
こ
こ
か
ら
は
御
佃
米
が
名
別

(
1反
別
)

一
石
二
斗
、
厨
米
が
名
別

(
1反
別
)
一
石
納

め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
新
田
が
若
干
あ
り
、
新
田

所
当
米
は
反
別
三
斗
で
納
め
ら
れ
る
。
次
に
由
回

は
約
五
反
が
配
置
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
は
分
大
豆
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(石)
品(]5.3 (反別0.65)

1目2

若干

負担

分米

御{回米

厨米

所当米

8反余

l反

1反

若干

〔第 3表〕名の構造

面積

本田

f田
厨回

新田
稲
士
口
保

(反別0.3)

(→ 

高ヲ1.3 (反別0.25)

l両2分(ただし若干を不弁)

御湯銭 100文

夫用途 300文

草干銭 20文

薯高等代 80文

(計 500文)

分大豆

御服

役諸

5反余畠

が
反
別
二
斗
五
升
(
つ
ま
り
名
別
に
し
て
約
一

石
三
斗
)
、
御
服
が
名
別
一
両
二
分
(
た
だ
し

若
干
の
不
弁
あ
り
)
納
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上

に
加
え
て
名
別
賦
課
の
諸
役
銭
と
し
て
計
五

O

O
丈
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
わ
け
は
、
御
湯
銭
一

0
0
文
、
夫
用
途
三

O
O文
、
草
干
銭
二

O
文、

(
薯
苗
)

暑
務
等
代
八

O
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
諸
役
銭
は

本
来
は
現
物
納
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
の

ち
に
銭
納
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

稲
士
口
保
の
名
は
以
上
の
よ
う
な
構
造
と
規
模

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
名
を
管

理
す
る
の
が
名
主
で
あ
っ
て
、
諸
負
担
を
遅
滞

な
く
納
入
す
る
義
務
に
対
し
て
、
名
主
は
な
に

が
し
か
の
得
分
(
散
用
状
上
に
は
見
え
な
い
)

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
で
は
当
保
は
な
に
ゆ
え
に
か
か
る

均
等
名
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
十
一
名
の
規
模
を
均
等
に
す

る
こ
と
で
、
御
佃
米
・
厨
米
・
御
服
・
諸
役
銭

を
各
名
か
ら
均
等
に
負
担
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
こ

そ
、
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
参
考
の
た
め
に
、
均
等
名
構
造
を
持

つ
庄
園
の
例
と
し
て
著
名
な
大
和
横
田
庄
に
つ

い
て
、
安
田
次
郎
氏
の
研
究
を
見
て
み
る
と
、

横
田
庄
は
輿
福
寺
の
い
わ
ゆ
る
膝
下
住
園
と
し

て
厳
重
な
支
配
を
受
け
、
均
等
に
編
成
さ
れ
た

十
名
か
ら
は
名
別
に
一
律
の
人
夫
役
が
調
進
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
分
米
・
諸

公
事
は
反
別
賦
課
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
横
田
庄
の
第
一
義
的
な
負
担
は
夫
役

で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
は
い
ず
れ
も
副
次
的
な

負
担
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

均
等
名
構
造
の
庄
園
が
、
こ
の
よ
う
に
領
主

の
主
要
な
収
取
目
的
に
そ
っ
て
編
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
様
に
稲
吉
保
の

均
等
名
の
編
成
目
的
に
つ
い
て
も
こ
の
理
解
は

妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一

に
、
当
保
は
越
前
国
衡
の
ご
く
近
在
に
位
置
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
街
に
と
っ
て
は
か
膝
下
庄

園
U

の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、

厨
米
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
当
保
は
国
街
厨
房
の
管
理
を
職
掌
と
す
る

在
庁
官
人
の
家
産
経
済
運
営
の
た
め
に
設
立
さ

れ
た
在
庁
別
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
当
保
の
均
等
名
が
、
こ
の
在
庁
官

人
の
家
産
経
済
運
営
に
最
も
適
合
的
な
数
で
編

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



成
さ
れ
、
ま
た
最
も
必
要
と
さ
れ
る
負
担
物
を

名
別
に
均
等
に
賦
課
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
が
つ
く
の
で
あ

ヲ
合
。
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そ
こ
で
も
う
一
度
、
名
別
紙
課
の
諸
負
担
を

列
記
し
て
み
る
と
、
御
佃
米
・
厨
米
・
御
服
・

御
湯
銭
(
も
と
は
湯
殿
勤
仕
)
・
夫
用
途
(
も(

乾
)

と
は
京
上
人
夫
一
人
)
・
草
干
銭
(
も
と
は
干

草
か
)
・
薯
高
等
代
(
も
と
は
薯
詣
等
の
副
菜

や
日
用
品
)
の
七
種
類
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
御
佃
米
は
保
司

l
在
庁
官
人
か
ら
さ

ら
に
上
級
の
領
主
(
国
司
も
し
く
は
国
街
倉
庫
)

に
上
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
除
外

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
る
と
、
残
っ
た

六
種
類
の
負
担
物
は
、
ま
さ
し
く
厨
一
房
官
人
の

家
産
経
済
運
営
に
必
要
な
も
の
ば
か
り
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
稲
吉

保
の
均
等
な
十
一
名
は
、
国
街
厨
房
の
官
人
の

家
産
経
済
運
営
を
目
的
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
理
解
は
、
在
庁
別
名

が
広
範
に
設
定
さ
れ
て
く
る
平
安
末
期
に
お
い

て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
散
用

状
の
作
成
さ
れ
た
南
北
朝
期
に
至
れ
ば
、
国
街

機
構
の
衰
退
に
伴
っ
て
か
か
る
状
況
は
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
お
り
、
名
は
、
単
に
年
貢
・
諸
役

を
徴
収
す
る
一
単
位
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
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