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は
じ
め
に

　

近
世
城
下
町
の
成
立
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
画
期
を
織
豊
期
に
求
め
る

こ
と
は
近
世
社
会
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
当
然
の
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
小
島
道
裕
氏
に
よ
る
城
下
町
の
一
元
化
の
議
論（

1
（

や
市
村
高

男
氏
が
主
張
す
る
多
元
性
と
分
散
性
の
克
服（

（
（

は
近
世
城
下
町
の
形
成
を
示

す
指
標
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
城
下
町
自
体
の
成
立
が
い
つ
の
段

階
に
遡
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
統
一
し
た
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
に
は
城
下
町
が
成
立

三
河
国
刈
谷
に
お
け
る
城
付
四
カ
村
の
形
成
と
城
付
役

川
名
　
禎

し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
戦
国
期
城
下
町
と
い
う
用
語
も
使
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

　

一
般
に
城
下
町
の
用
語
に
は
近
世
城
下
町
に
み
ら
れ
る
都
市
の
イ
メ
ー

ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
筆
者
は
城
下
町
の
本
質
を
考
え

る
う
え
で
も
城
下
町
を
地
理
学
的
な
地
域
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
唱
し

て
い
る（

（
（

。
前
稿（

（
（

で
は
戦
国
期
結
城
を
事
例
に
、「
結
城
氏
新
法
度
」
を
用

い
て
城
と
そ
れ
を
支
え
る
労
働
力
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上

で
城
を
支
え
る
恒
常
的
な
労
働
力
が
供
給
さ
れ
る
城
下
地
域
を
「
城
郷
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。筆
者
の
考
え
る「
城
郷
」は
労
働
力
の
提
供
に
よ
っ

て
城
と
相
互
依
存
的
に
結
び
つ
く
地
域
的
枠
組
み
で
あ
り
、
城
下
町
の
本
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質
は
都
市
的
な
発
展
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
労
働
力
編
成
に
あ

る
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
方
で
あ
る（

（
（

。

　

し
か
し
、
城
に
対
す
る
労
働
役
に
つ
い
て
は
そ
の
一
部
を
明
ら
か
に
し

た
に
過
ぎ
ず
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
と
そ
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
近
世
城
下
町
に
残
る
役
負
担
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
近
世
城
下
町
刈
谷
は
、
戦
国
期
の
城
を
継
承
す
る

譜
代
大
名
の
城
下
町
で
あ
る
。
城
下
で
は
「
城
付
役
」
と
呼
ば
れ
る
城
に

対
す
る
労
働
課
役
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で

は
な
い
も
の
の
、
恐
ら
く
戦
国
期
か
ら
引
き
続
き
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
刈
谷
は
名
古
屋
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
や
、
城
主

大
名
の
石
高
が
特
に
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
城
下
町
を
支
え
る

城
付
領
が
小
さ
く
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
城
下
町
が
大
き
く
発
展
す
る
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
却
っ
て
そ
の
こ
と
が
城
下
の
古
い
形
態

や
慣
習
を
残
す
要
因
に
も
繋
が
っ
た
と
い
え
る
。

　

前
半
は
城
郷
と
し
て
の
刈
谷
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
そ
の
経

緯
を
探
り
、
後
半
で
は
近
世
刈
谷
城
下
の
労
働
課
役
で
あ
る
城
付
役
の
実

態
と
そ
れ
ら
を
負
担
す
る
地
域
的
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
城
郷
と
し
て
の
刈
谷
郷

⑴
重
原
荘
と
重
原
本
郷

　

三
河
国
刈
谷
城
下
は
、
岡
崎
平
野
の
中
央
部
に
広
が
る
碧
海
台
地
の
西

端
に
位
置
し
た
城
下
町
で
あ
る
。
三
河
国
と
尾
張
国
の
国
境
を
形
成
し
た

衣
浦
湾
を
臨
む
高
台
に
城
郭
が
築
か
れ
、
戦
国
期
に
お
い
て
は
対
岸
の
緒

川
城
と
対
向
的
な
位
置
関
係
を
保
ち
な
が
ら
互
い
に
対
と
な
っ
て
国
境
領

域
を
支
配
し
て
い
た
。
同
時
に
刈
谷
城
は
知
多
半
島
に
拠
点
を
持
つ
水
野

氏
が
、
三
河
国
進
出
の
足
が
か
り
と
し
て
築
い
た
城
で
も
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
刈
谷
城
及
び
そ
の
城
下
が
形
成
さ
れ
た
碧
海
台
地
西
部
の
地
域
が
歴

史
的
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
、ま
ず
は
そ
の
地
理
的
・

歴
史
的
背
景
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

古
代
に
お
け
る
刈
谷
の
地
域
は
三
河
国
碧
海
郡
に
属
し
、
現
在
の
刈
谷

市
域
は
和
名
抄
に
記
載
の
あ
る
碧
海
郡
一
五
郷
の
う
ち
、
智
立
郷
・
大
市

郷
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
刈
谷
郷
の
地
名
は
こ
の
段
階

で
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。
古
代
・
中
世
に
お
い
て
碧
海
台
地
の
集
落
は
、

そ
の
多
く
が
台
地
を
侵
食
し
た
谷
底
平
野
に
面
し
て
立
地
し
て
お
り
、
用

水
に
乏
し
い
台
地
中
央
部
の
開
発
は
遅
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
そ

う
し
た
中
で
、
猿
投
山
麓
一
帯
の
丘
陵
に
広
が
る
窯
業
地
帯
は
、
八
世
紀
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か
ら
十
四
世
紀
の
間
に
か
け
て
碧
海
台
地
に
お
け
る
重
要
な
生
産
基
盤
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
十
二
世
紀
に
は
こ
の
地
域
に
重
原
荘
が
成
立
し
て
い
た
と
み
ら

れ
、
刈
谷
を
含
む
碧
海
台
地
西
部
は
そ
の
荘
域
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
重
原
荘
は
当
初
、
後
鳥
羽
上
皇
の
母
で
あ
る
七
条
院
の
領
地
で
、

重
原
姓
を
称
す
る
武
士
が
荘
官
と
し
て
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
が
、
承
久
の
乱
以
後
は
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人
で
あ
る
二
階
堂
氏
、

北
条
氏
庶
流
の
大
仏
氏
が
こ
れ
に
替
わ
っ
た
。
さ
ら
に
建
武
の
新
政
以
後

は
、
足
利
尊
氏
領
、
幕
府
直
轄
領
と
な
る
に
及
び
、
荘
内
は
足
利
氏
被
官

衆
に
分
給
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
郷
単
位
の
分
割
支
配
が
進
ん
で
い
っ
た

と
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

　

図
１
は
、
重
原
荘
の
荘
域
に
つ
い
て
『
刈
谷
市
史
』
第
一
巻（

（
（

の
検
討
を

も
と
に
荘
内
の
地
名
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
で
は
史
料
上
で
確

認
で
き
る
荘
内
の
地
名
と
、
荘
内
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
地
名
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
地
名
の
分
布
は
、
概
ね
北
は
境
川
の
左
岸
と

逢
妻
女
川
の
両
岸
に
、
南
は
猿
渡
川
の
両
岸
、
東
は
逢
妻
男
川
の
そ
れ
ぞ

れ
両
岸
に
、
そ
し
て
西
は
衣
浦
湾
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
荘
内
の
地
名
は
碧
海
台
地
を
刻
む
侵
食
谷
に
沿
っ
て
分
布
し
て
お
り
、

谷
底
平
野
を
生
産
の
基
盤
に
据
え
た
当
時
の
生
活
が
窺
わ
れ
る
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
全
て
の
水
系
が
最
終
的
に
合
流
す
る
地
点
に
刈
谷
郷
が
位
置
し
て

図１　重原荘内の村落地名分布
注）『刈谷市史』第１巻、（（（〜（（（頁を元に作成.
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い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、
重
原
荘
の
中
心
は
荘
園
の
名
称
や
本
郷
の
地
名
か
ら
推
察
し

て
重
原
本
郷
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
重
原
本
郷
は
、
応
永
十
六
年

（
一
四
〇
九
）
の
「
熊
野
檀
那
職
譲
状
写
」（

（1
（

に
初
め
て
そ
の
名
が
み
え
る

が
、
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
史
料

に
は
、「
重
原
本
郷
内
井
加
屋　

に
し
さ
か
い
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
北

に
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
井
ヶ
谷
・
西
境
地
区
が
、
重
原
本

郷
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
重

原
本
郷
の
住
人
が
窯
業
の
盛
ん
な
井
ヶ
谷
・
西
境
地
区
に
進
出
し
、
そ
の

後
定
着
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。
井
ヶ
谷
窯
は
十
四
世
紀
初
頭
に

は
衰
退
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
重
原
本
郷
が
同
地
区
に
進
出

し
た
の
は
さ
ら
に
古
く
、
重
原
本
郷
そ
の
も
の
の
成
立
も
遡
っ
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
重
原
本
郷
は
こ
の
よ
う
に
広

く
荘
域
に
対
し
影
響
力
を
持
つ
特
殊
な
郷
村
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

碧
海
台
地
で
は
十
二
世
紀
後
葉
か
ら
規
模
の
大
き
な
溝
区
画
を
有
す
る

屋
敷
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
重
原
本
郷
に
は
戦
国
期
に
重
原

城
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
後
半
以
降
に
、
そ

う
し
た
屋
敷
を
含
む
居
住
域
が
重
原
城
周
辺
に
集
約
さ
れ
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
さ
ら
に
、
刈
谷
の
正
覚
寺
に
伝
わ
る
由
緒
で
は
、
同
寺

が
も
と
は
重
原
荘
市
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り（

（1
（

、
重
原
本
郷
は
城
を
中

心
と
し
て
寺
社
や
市
場
を
伴
う
中
心
集
落
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
原
本
郷
は
、
筆
者
の
考
え
る
城
郷
と
し
て
の
性

質
を
も
備
え
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

重
原
城
に
つ
い
て
は
、『
三
河
国
二
葉
松
』（

（1
（

の
「
三
州
古
城
記
」
の
な

か
に
「
一　

重
原
村　

山
岡
傳
五
郎
或
河
内
守
天
文
二
十
三
年
正
月
今
川

勢
攻
落
」
と
み
え
る
。
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
正
月
ま
で
山
岡
氏

が
守
っ
て
い
た
重
原
城
は
今
川
義
元
の
軍
勢
に
攻
め
落
と
さ
れ
、
そ
の
後

は
今
川
方
の
城
と
し
て
前
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
桶
狭
間
合
戦
の
後
に
廃

城
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
重
原
本
郷
が
ど
の
よ
う
な
経

緯
を
た
ど
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
の
寺
院
の
伝
承
か
ら
考
え

て
も
重
原
荘
一
帯
の
中
心
は
次
第
に
刈
谷
へ
移
っ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

近
世
の
重
原
本
郷
は
寛
永
年
間
に
上
重
原
村
と
下
重
原
村
と
に
分
割
さ

れ
る
が
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
領
地
替
え
に
伴
い
下
重
原
村
は
福

島
藩
の
飛
地
領
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
福
島
藩
の
飛
び
地
領
支
配
の
た
め

同
村
に
陣
屋
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
に
至
っ
て
も

な
お
重
原
本
郷
は
そ
の
中
心
性
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑵
刈
谷
郷
と
刈
谷
城
の
形
成

　

刈
谷
郷
の
名
が
史
料
上
で
確
認
で
き
る
の
は
、
前
述
の
応
永
十
六
年

（
一
四
〇
九
）
熊
野
檀
那
職
譲
状
写
に
「
一
所
借
屋
郷
」
と
み
え
る
も
の
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が
最
初
で
あ
る
。
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
に
は
、
刈
谷
の
海
会
寺
か

ら
新
た
に
楞
厳
寺
が
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
刈

谷
郷
の
中
心
と
な
る
刈
谷
の
集
落
も
あ
る
程
度
の
規
模
を
有
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。刈
谷
郷
は
一
時
期
、岡
崎
の
滝
山
寺
領
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

同
寺
が
所
蔵
す
る
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
の
文
書（

（1
（

に
は
「
重
原
荘
之
内

苅
屋
郷
一
円
御
寄
進
」
と
み
え
る
。
し
か
し
、
応
仁
文
明
の
乱
の
勃
発
以

降
、
こ
の
地
域
で
も
安
定
し
た
寺
領
経
営
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

後
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
重
原
荘
自
体
に
お
い
て
も
、
よ
り
上
位

の
権
力
に
よ
っ
て
一
体
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
重
原
荘
の
名
が
文
書
に
み
ら
れ
る
の
も
、
永
正
六
年

（
一
五
〇
九
）
に
藤
原
行
武
が
重
原
荘
に
お
け
る
失
地
回
復
を
祈
願
し
た

願
文
に
残
る
も
の
が
最
後
だ
と
さ
れ
て
お
り（

（1
（

、
十
六
世
紀
に
入
る
と
重
原

荘
の
荘
園
と
し
て
の
実
態
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
刈
谷
が
こ
の
地
域
の
新
た
な
中
心
と
な
っ
た
契
機
は
、

水
野
氏
の
三
河
進
出
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
水
野
氏
は
尾
張
国
知

多
郡
の
緒
川
城
を
本
拠
と
す
る
一
族
で
あ
り
、
貞
守
の
時
に
対
岸
の
三
河

国
刈
谷
の
地
に
進
出
し
、
築
城
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
重
原
本
郷
か
ら

重
原
荘
の
西
端
に
あ
た
る
刈
谷
へ
こ
の
地
域
の
中
心
が
移
動
し
た
経
緯

は
、
あ
く
ま
で
水
野
氏
の
戦
略
的
性
格
に
寄
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と

い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
水
野
貞
守
が
築
城
し
た
と
さ
れ
る
刈
谷
城
は
、
近

世
の
刈
谷
城
と
は
異
な
る
場
所
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場

所
は
現
在
の
刈
谷
市
天
王
町
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
近
世
刈
谷
城
と
区
別
し

て
刈
谷
古
城
と
呼
ん
で
い
る
が
、
現
在
は
屋
敷
地
名
を
残
す
も
の
の
明
確

な
遺
構
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
、刈
谷
古
城
が
本
格
的
な
城
と
呼
べ
る
構
造
を
有
し
て
い
た
の
か
、

単
な
る
館
や
砦
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
不
明
で
あ
る
。
但
し
、
十
五

世
紀
後
半
に
は
水
野
氏
の
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
に
室
町
時
代
の
禅
僧
・
万
里
集
九
が
美

濃
か
ら
武
蔵
へ
と
向
か
う
途
次
こ
の
付
近
を
通
過
し
、「
矢
作
在
二

三
川
一

、

蓋
水
野
所
レ

住
刈
屋
城
東
三
里
」（

（1
（

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期

水
野
氏
の
居
所
が
刈
谷
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の

後
も
連
歌
師
の
紀
行
文
に
刈
谷
の
地
名
が
度
々
み
ら
れ
、「
宗
長
手
記
」（

（1
（

の
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
の
項
に
は
「
水
野
和
泉
守
館　

苅
屋
一
宿
」

と
あ
り
、
連
歌
師
の
宗
長
が
水
野
和
泉
守
（
貞
守
）
の
刈
谷
館
に
宿
泊
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
十
六
世
紀
に
入
り
曽
て
の
重
原
荘

が
そ
の
実
質
的
な
意
味
を
失
っ
て
行
く
一
方
で
、
水
野
氏
に
よ
る
新
た
な

地
域
支
配
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

水
野
氏
が
拠
点
と
し
た
刈
谷
郷
は
、
重
原
荘
を
構
成
す
る
郷
の
一
つ
で

あ
っ
た
が
、
先
に
挙
げ
た
寺
院
の
進
出
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
水
野
氏
の
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進
出
以
前
か
ら
あ
る
程
度
の
成
長
を
遂
げ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

刈
谷
城
の
築
城
に
よ
り
、
城
郷
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
出
さ
れ
た
「
水
野
和

泉
守
近
守
寄
進
状
」（

11
（

の
な
か
に
、「
苅
屋
郷
市
升
」
の
文
言
が
み
ら
れ
、

刈
谷
郷
に
は
市
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
公
定
升
に
よ
る
取
引
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
少
な
く
と
も
刈
谷
郷
に
お
い
て
は
、
経
済
活

動
に
水
野
氏
の
支
配
が
浸
透
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　

ま
た
、在
地
の
支
配
に
お
い
て
も
、土
地
に
対
す
る
検
地
や
そ
の
処
分
、

徴
税
な
ど
に
つ
い
て
差
配
で
き
る
下
地
進
止
権
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
同
寄
進
状
に
よ
る
と
、
寄
進
元
の
田
地
で
あ
る
「
苅
屋
百
姓
三
郎
散

田
之
内
せ
ま
ち
参
十
四
」
を
「
壱
間
尺
杖
」
に
て
実
測
し
た
間
数
が
示
さ

れ
て
お
り
、
水
野
氏
が
支
配
地
に
お
い
て
独
自
の
検
地
を
進
め
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
の
「
水
野
守
忠
代

牛
田
守
次
田
畑
寄
進
状
写（

1（
（

」
は
、
楞
厳
寺
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
を
書
き
上

げ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
「
元
青
山
土
佐
給
田
」
や
「
丹
波
弥
六
郎
給

之
内
に
て
」
な
ど
武
士
と
み
ら
れ
る
者
の
所
有
す
る
土
地
が
確
認
で
き
、

さ
ら
に
作
人
の
指
定
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
領
地
替
え
ま
た
は
没
収

に
よ
り
打
ち
出
さ
れ
た
土
地
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
差
配
を
水

野
氏
が
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刈
谷
郷
に
お
い
て
水
野
氏
に
よ
る
在
地

支
配
の
貫
徹
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
段

階
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
労
働
力
の
徴
発
も
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
城
を
中
心
に
城
郷
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
て
い
た
刈
谷
郷

の
様
子
が
推
測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
に
お
け
る
刈
谷
郷
は
、
近
世
の
刈
谷
村
と
同
一
で
は

な
く
、
よ
り
広
範
な
領
域
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
存
在

し
た
刈
谷
周
辺
の
村
々
は
、
北
か
ら
小
山
村
、
高
津
波
村
、
熊
村
、
刈
谷

村
（
町
）、
元
刈
谷
村
、
小
垣
江
村
で
あ
る
が
、
中
世
に
記
さ
れ
た
「
熊

野
檀
那
職
譲
状
写
」
に
は
、
刈
谷
郷
に
加
え
刈
谷
郷
の
北
部
に
位
置
す
る

小
山
郷
と
、
南
部
に
位
置
す
る
小
垣
江
郷
の
名
は
み
え
る
も
の
の
、
近
世

に
刈
谷
の
北
方
に
存
在
し
た
熊
村
と
高
津
波
村
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
熊
村
は
明
ら
か
に
中
世
か
ら
存
在
し
て
い
た
村
で
、
天
文
十
八
年

（
一
五
四
九
）
の
「
本
證
寺
門
徒
連
判
状
」（

11
（

に
「
く
ま
む
ら
三
浦
源
左
衛

門
尉
家
長
」
と
あ
っ
て
、
一
向
宗
門
徒
の
住
む
村
名
と
し
て
そ
の
名
が
確

認
で
き
る（

11
（

。
一
方
、
高
津
波
村
の
名
は
史
料
上
で
は
近
世
ま
で
み
ら
れ
な

い
も
の
の
、
室
町
時
代
の
貝
塚
で
あ
る
高
津
波
貝
塚
や
文
明
十
六
年

（
一
四
八
四
）
の
開
基
を
伝
え
る
金
勝
寺
の
存
在
か
ら
、
熊
村
と
同
様
に

中
世
に
お
い
て
既
に
成
立
し
て
い
た
村
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（

11
（

。
但
し

こ
れ
ら
の
二
村
は
、「
熊
野
檀
那
職
譲
状
写
」
に
そ
の
名
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
に
加
え
、
熊
村
が
「
む
ら
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
郷
」

と
は
呼
称
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
二
村
は
郷
の
中
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に
含
ま
れ
た
村
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
二
村
を
含
ん
だ
郷
は
位
置
的
に
み
て
刈
谷
郷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る（
11
（

。
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
近
世
の
城
付
四
カ
村
の
成
立
を
考
え
る
上
で

も
重
要
で
あ
る
。

　

刈
谷
郷
で
は
、
十
六
世
紀
か
ら
次
第
に
水
野
氏
の
拠
点
を
中
心
と
す
る

地
域
編
成
が
進
ん
で
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
大
き
な
画
期
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
出
来
事
が
、
近
世
城
郭
に
繋
が
る
刈
谷
城
の
築
城

で
あ
る
。
築
城
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
諸
書
で
は
天
文
二
年

（
一
五
三
三
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
築
城
に
関
し
て
は
『
寛
政
重
修
諸

家
譜
』（
以
下
寛
政
譜
と
略
す
）（

11
（

の
水
野
忠
政
の
箇
所
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
み
ら
れ
る
。

家
に
傳
ふ
る
𦾔
記
に
は
、碧
海
郡
刈
屋
の
城
地
は
心
に
應
ぜ
ず
と
て
、

か
ね
が
せ
う
じ
と
い
へ
る
と
こ
ろ
に
新
城
を
築
き
、
こ
れ
を
も
刈
谷

と
な
づ
け
し
か
ば
、
は
じ
め
の
城
地
は
も
と
刈
屋
と
唱
ふ
と
い
ふ

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
水
野
忠
政
の
代
に
新
た
に
金
ヶ
小
路
に
城
を
築

い
て
刈
谷
城
と
称
し
、
そ
れ
ま
で
城
が
所
在
し
た
刈
谷
を
「
も
と
刈
屋
」

と
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
城
の
建
設
に
つ

い
て
は
、
町
方
の
伝
承
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
残
っ
て
い
る（

11
（

。

元
来
当
御
城
地
は
、
今
の
元
刈
谷
村
の
東
南
の
方
、
亀
村
と
申
す
と

こ
ろ
に
こ
れ
あ
り
。
水
野
家
御
在
城
の
時
、
金
ヶ
小
路
に
移
す
（
亀

城
と
申
す
御
城
名
こ
の
故
な
り
）、
い
ま
の
大
手
門
の
西
、
金
ヶ
小

路
名
あ
り
。
御
城
下
の
者
共
、
引
き
移
り
て
住
居
す
。
市
場
と
申
し

候
（
市
場
と
唱
え
候
は
、
当
町
の
事
な
り
）。
引
越
候
旧
地
を
元
刈

谷
と
申
し
候
（
今
の
元
刈
谷
こ
れ
な
り
）。
亀
村
の
御
城
の
頃
よ
り
、

御
城
下
と
申
す
は
、
当
町
に
し
て
他
に
こ
れ
な
く
、
右
五
ヶ
寺
の
義

は
、
元
来
当
町
の
建
立
の
寺
な
り
。
手
伝
い
差
し
出
さ
れ
候
義
、
先

例
候
。
そ
の
後
追
々
年
数
あ
い
立
ち
、
中
町
は
じ
め
町
分
け
い
た
し

候
て
、
右
五
ヶ
寺
の
ほ
か
他
の
お
い
お
い
新
寺
取
り
立
て
候
事
に
御

座
候
。

　

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
点
は
、
元
刈
谷
村
の
名
称
と
あ
わ
せ
て
刈
谷
城

の
移
転
に
つ
い
て
で
あ
る
。
元
刈
谷
村
の
村
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
刈

谷
城
の
移
転
に
伴
い
変
化
し
た
と
考
え
る
の
は
一
応
妥
当
と
い
え
る
が
、

そ
の
場
合
単
に
城
の
移
転
だ
け
で
あ
れ
ば
敢
え
て
「
元
刈
谷
」
を
称
す
る

必
要
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
然
城
の
移
動
に
伴
っ
て
刈
谷
郷
の
中

心
が
城
下
に
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、「
元
刈
谷
」

と
称
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し

た
城
下
の
形
成
が
水
野
忠
政
の
代
に
起
こ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
元
刈
谷
村
は
「
本
刈
谷
村
」
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
宝

永
七
年（
一
七
一
〇
）に
本
多
氏
の
刈
谷
転
封
に
伴
い
、「
本
」の
字
を
憚
っ
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て
元
刈
谷
に
改
名
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
点
か
ら
察
す
る
に
、
元

刈
谷
は
「
元
」
の
刈
谷
で
あ
る
と
い
う
以
前
に
、「
本
」
の
刈
谷
、
つ
ま

り
刈
谷
郷
の
中
心
集
落
を
意
味
す
る
名
称
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
刈
谷
郷
は
複
数
の
村
を
含
む
広
域
な
郷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
刈
谷
の
中
心
集
落
を
示
す
意
味
で
も
「
本
刈
谷
」
の
名
称
が
使

用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
前
述
の
「
水
野
守
忠
代
牛

田
守
次
田
畑
寄
進
状
写
」
に
「
坪
本
苅
屋
南
」（

11
（

と
い
う
字
名
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
中
世
段
階
か
ら
こ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
先
の
伝
承
に
従
え
ば
築
城
は
こ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、「
本
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
移
転
を
裏
付
け
る
根
拠
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
城
の
移
転
元
の
村
名
と
い
わ
れ
る
「
亀
村
」
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。
前
述
の
伝
承
に
も
登
場
す
る
亀
村
の
実
態
に
つ
い
て
は
全
く
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
亀
村
の
起
こ
り
は
大
宝
年
中
（
七
〇
一
～
七
〇
四
）
と

い
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
に
狩
谷
出
雲
守
が
一

族
を
引
き
連
れ
て
出
雲
国
よ
り
当
地
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
亀
村

は
刈
谷
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
説
が
存
在
す
る（

11
（

。
し
か
し
、
亀
村
が
刈
谷

と
名
称
を
変
更
し
た
時
期
が
九
世
紀
頃
と
い
う
点
な
ど
簡
単
に
信
用
で
き

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
亀
村
と
申
す
と
こ
ろ
」

に
旧
城
地
が
あ
っ
た
と
い
う
町
方
の
伝
承
と
も
矛
盾
す
る
の
で
あ
る（

1（
（

。

　

近
世
の
刈
谷
城
は
別
名
「
亀
城
」
と
も
呼
ば
れ
た
が
、「
市
原
神
社
鎮

座
記
」（

11
（

に
よ
る
と
古
く
か
ら
刈
谷
城
の
あ
る
高
台
は
「
亀
狭
山
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、「
亀
城
」
が
亀
村
か
ら
移
転
し
た
こ
と
に
因
ん
で
命
名
さ
れ

た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
亀
狭
山
に
は
元
来
市
原
稲
荷
神
社
が
鎮
座
し
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
亀
村
の
名
称
に
つ
い
て
も
、
刈
谷
城
の

立
地
す
る
衣
浦
湾
に
突
き
出
た
半
島
状
の
高
台
が
、
亀
の
形
状
に
似
て
い

た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
金
ヶ
小
路
の
地
名
に
つ
い
て
も
、「
亀
」
か
ら
「
金
」
へ
の
転

化
が
推
測
で
き
、
こ
れ
も
ま
た
亀
に
因
ん
だ
地
名
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
近
世
の
刈
谷
城
は
刈
谷
古
城
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
地
点
か

ら
、
せ
い
ぜ
い
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
村
名
の
由

来
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
亀
挟
山
が
亀
村
に
含
ま
れ
て
い
な
い
点
も
不
自
然

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
そ
も
そ
も
刈
谷
城
は
当
初
か
ら
亀
挟
山
に

築
城
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
さ
え
も
湧
い
て
く
る
。
そ

う
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
何
故
、
忠
政
の
代
に
刈
谷
城
が
新
た
に
築
城
さ
れ

た
こ
と
を
寛
政
譜
が
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
『
刈
谷
市
史
』（

11
（

が
明
ら
か
に
し
た
水
野
氏
に
関
わ
る
諸
系
図
の
異

動
や
矛
盾
と
少
な
か
ら
ず
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
水
野
近

守
と
水
野
忠
政
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
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～
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
同
時
代
史
料
で
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る

水
野
近
守
は
、
寛
政
譜
で
は
忠
政
の
息
子
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
没
年
は
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）「
父
に
さ
き
だ
ち
て
死
す
」
と
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
忠
政
の
没
年
を
同
書
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
と

し
て
お
り
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
た
記
載
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
た
矛
盾

は
寛
政
譜
そ
れ
自
体
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
水
野
氏
が
抱
え
る
一
族
の

系
統
に
つ
い
て
の
混
乱
に
そ
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ

け
水
野
忠
政
は
、
徳
川
家
康
の
生
母
で
あ
る
於
大
の
方
の
父
親
で
あ
り
、

幕
府
と
し
て
も
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
重
要
な
人

物
を
刈
谷
の
創
始
の
よ
う
に
語
る
必
然
性
が
、
忠
政
の
築
城
と
い
う
画
期

を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
で
き
る
。

　

そ
う
し
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
刈
谷
古
城
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。寛
政
譜
の
水
野
貞
守
に
関
す
る
注
記（

11
（

に
、「
三
河
国
刈
屋
、

熊
村
、
大
日
、
大
高
、
常
滑
等
の
諸
士
其
手
に
属
せ
し
か
ば
、
や
が
て
刈

屋
に
城
を
築
き
て
う
つ
る
」
と
あ
り
、
刈
谷
や
熊
村
に
も
在
地
領
主
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
う
し
た
刈
谷
の
在
地
領
主
が
構
え
た

屋
敷
が
、
刈
谷
古
城
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
存
在
も
肯
定
さ
れ
る

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
刈
谷
城
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
必
ず

し
も
従
来
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
経
緯
で
は
説
明
で
き
な
い
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
城
地
移
転
の
有
無
や
時
期
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に

は
結
論
付
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。む
し
ろ
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
点
は
、

拠
点
の
移
転
や
築
城
が
い
ず
れ
も
中
世
刈
谷
郷
の
内
部
で
起
こ
っ
た
事
柄

で
あ
り
、
刈
谷
郷
の
中
心
が
移
転
し
て
も
城
郷
と
し
て
の
地
域
的
枠
組
み

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
に

な
っ
て
郷
が
解
体
さ
れ
た
後
も
そ
の
枠
組
み
は
役
負
担
を
介
し
て
継
続
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
そ
う
し
た
地
域
的
枠
組
み
と
近

世
の
城
付
役
負
担
と
の
関
係
を
紐
解
い
て
み
た
い
。

二
、
近
世
刈
谷
の
城
付
四
カ
村
と
城
付
役
負
担

⑴
城
郷
と
し
て
の
「
刈
谷
三
ヶ
村
」

　

戦
国
期
の
刈
谷
を
領
し
た
水
野
氏
は
、
徳
川
氏
や
織
田
氏
、
豊
臣
氏
と

の
従
属
関
係
を
経
る
中
で
、
必
ず
し
も
当
地
に
お
い
て
一
貫
し
た
支
配
を

続
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
そ
の
支
配
に
断
絶
期

間
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
織
田
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
水
野
忠
重
は
、

そ
の
後
豊
臣
大
名
と
し
て
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
伊
勢
国
神
戸
へ

転
封
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
水
野
氏
と
刈
谷
郷
と
の
結
び
つ
き
は
、

一
時
断
絶
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
刈
谷
郷
は
豊
臣
秀
次
の
所
領
と

な
り
分
給
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
四
年
後
の
文
禄
三
年
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（
一
五
九
四
）
に
忠
重
は
再
び
刈
谷
に
移
封
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
刈

谷
を
離
れ
て
い
た
の
が
比
較
的
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
在
地
に

残
っ
た
家
臣
や
郷
民
と
の
結
び
つ
き
は
そ
の
後
再
び
継
続
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
中
世
刈
谷
郷
の
地
域
的
枠
組
み
は
、
近
世
に
至
っ

て
も
な
お
継
承
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
十

月
の
松
平
忠
房
宛
知
行
目
録（

11
（

に
み
ら
れ
る
、「
刈
谷
三
ヶ
村
」
の
記
載
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

知
行
目
録
に
は
「
一　

高
千
六
百
三
拾
石　

刈
谷
三
ヶ
村
」
と
記
さ
れ

る
が
、
こ
れ
ら
は
刈
谷
町
（
村
）、
元
刈
谷
村
、
高
津
波
村
、
熊
村
の
四

カ
村
で
あ
る
と
み
ら
れ
る（

11
（

。
同
じ
寛
永
期
の
村
高
を
書
き
上
げ
た
「
三
河

国
村
々
高
附
」（

11
（

か
ら
こ
れ
ら
四
カ
村
の
村
高
を
挙
げ
て
み
る
と
、
苅
屋
村

高
五
百
三
拾
石
、
本
苅
屋
村
高
五
百
五
拾
石
、
高
津
波
村
高
三
百
石
、
熊

村
高
二
百
五
拾
石
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
目
録
に
あ
る

高
千
六
百
三
拾
石
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
刈
谷
三
ヶ

村
」
こ
そ
が
中
世
刈
谷
郷
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

刈
谷
に
復
帰
し
た
水
野
忠
重
以
降
も
、
刈
谷
の
領
主
は
頻
繁
に
交
代
を

繰
り
返
し
て
い
る
。
水
野
忠
重
の
跡
を
継
い
だ
勝
成
が
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）に
大
和
国
郡
山
に
転
封
と
な
る
と
、元
和
二
年（
一
六
一
六
）

に
弟
の
水
野
忠
清
が
上
野
国
小
幡
か
ら
刈
谷
に
入
封
す
る
。
し
か
し
、
寛

永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
三
河
国
吉
田
へ
転
封
と
な
る
と
入
れ
替
わ
り
で

吉
田
か
ら
松
平
忠
房
が
刈
谷
に
入
部
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
領
主
の
変
更

は
刈
谷
郷
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
目
録
が
作
成
さ
れ
た
松
平
忠
房
の
時
代
に
至
っ
て
も
な
お
、
中
世
刈

谷
郷
の
地
域
的
な
枠
組
み
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ

ろ
う
。

　
「
刈
谷
三
ヶ
村
」
の
名
称
が
示
す
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
点
は
、
刈
谷
村

と
元
刈
谷
村
が
一
つ
の
村
落
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確

か
に
「
三
河
国
村
々
高
附
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
ご
と
に
村
高
が
計
上

さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
両
村
が
別
の
村
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
実
質
的
に
は
分
村
が
進
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
が
、「
刈
谷
三
ヶ

村
」
と
記
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も

の
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。故
に
刈
谷
村
と
元
刈
谷
村
の
分
村
は
、

こ
れ
よ
り
も
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

天
正
十
八
年
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
刈

谷
城
下
の
移
転
及
び
形
成
と
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

か
つ
て
中
世
の
刈
谷
郷
に
お
い
て
市
が
開
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
場
所

は
、
恐
ら
く
「
本
刈
谷
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
近
世
町

方
の
伝
承
に
み
え
る
「
市
場
」
と
は
、
こ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
当
初
の
市
場
を
移
転
し
て
城
下
を
形
成
し
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た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
当
初
よ
り
刈
谷
城
下
に
お
い
て
市
が
開
か
れ

て
い
た
も
の
か
、
今
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
分
村
が
城
下
の
充
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
な
ら

ば
、
城
下
の
形
成
も
近
世
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
時
期
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
戦
国
期
に
お
け
る
刈
谷
城
の
城
下
機
能
は
「
本
刈
谷
」

が
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
第
に
近
世
の
刈
谷
町
の
方
へ
と
そ

の
比
重
を
変
え
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刈
谷
村

が「
刈
谷
町
」と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
七
世
紀
の
中
頃
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
領
地
目
録
で
「
刈
谷
町
」
が
採
用
さ
れ
る
の
は
元
禄

十
五
年
（
一
七
〇
二
）
九
月
の
阿
部
正
春
宛
領
知
宛
行
状
が
最
初
で
、
こ

れ
以
降
の
目
録
で
は
同
様
の
記
載
が
続
く
。
つ
ま
り
刈
谷
城
下
が
正
式
に

「
町
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
十
八
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

戦
国
期
段
階
に
お
け
る
城
下
町
の
形
成
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

　

近
世
刈
谷
城
下
町
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
刈
谷
郷
の
枠
組
み
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
刈
谷
城
を
中
心
と
す
る
城
下
の
広
が
り
に

つ
い
て
み
る
と
、
武
家
地
や
「
家
中
屋
敷
付
外
田
畑
」（

11
（

、
寺
社
な
ど
城
下

を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
が
四
カ
村
に
わ
た
っ
て
広
が
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
町
人
地
を
示
す
「
町
」
は
刈
谷
町
（
刈
谷
村
）
の
み
で
あ
っ
た
が
、

図２　刈谷城と城付四カ村
注）明治（（年発行２万分の１地形図（『刈谷市史 年表』付図）を元に作成。
　　参考として下重原村の位置を示す。
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城
下
の
本
質
と
も
い
え
る
城
付
役
は
城
付
四
カ
村
で
負
担
し
て
お
り
、
四

カ
村
が
刈
谷
の
実
質
的
城
下
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る（
図
２
）。

⑵
城
付
四
カ
村
と
城
付
役
負
担

　

近
世
の
刈
谷
は
、
各
地
の
城
下
町
と
比
べ
て
も
比
較
的
に
小
規
模
な
城

下
町
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
城
主
大
名
の
石
高
も
二
～
五
万
石
程
度
で
、

城
下
町
を
支
え
る
城
付
領
も
決
し
て
広
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故

に
都
市
と
農
村
と
の
分
化
が
明
瞭
で
は
な
く
、
古
い
城
下
集
落
の
要
素
を

多
く
残
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

城
下
住
民
の
労
働
力
提
供
に
あ
た
る
城
付
役
負
担
で
あ
る
。
一
般
的
に
近

世
城
下
町
の
町
役
は
、
実
際
の
労
役
か
ら
代
銭
納
へ
と
変
化
す
る
例
が

屡
々
み
ら
れ
る
が
、
刈
谷
で
も
そ
う
し
た
金
納
化
は
一
部
に
み
ら
れ
る
も

の
の
、
一
貫
し
て
労
働
力
の
提
供
が
行
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
戦
国
期
の

城
郷
に
お
け
る
労
働
力
提
供
の
形
を
近
世
に
残
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
城
付
役
の
実
態
を
み
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

刈
谷
の
城
付
役
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
刈
谷
市
史
』（

1（
（

や
大
石
学
氏（

11
（

な
ど

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
大
石
氏
は
、
刈
谷
城
周
辺
の
四
カ
村
（
一

町
三
カ
村
）に
つ
い
て
考
察
し
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。一
つ
は
、

こ
れ
ら
の
四
カ
村
が
藩
政
や
藩
制
、
あ
る
い
は
個
々
の
藩
士
の
生
活
と
深

く
か
か
わ
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
、
城
付
役
を
通
じ
て
藩
主

の
生
活
や
藩
の
行
政
機
能
の
一
部
を
恒
常
的
に
支
え
て
い
た
こ
と
。
三
つ

め
は
、
四
カ
村
が
強
固
な
一
体
性
・
共
同
性
を
有
し
、
時
に
は
領
内
村
々

を
統
括
し
、
村
々
の
惣
代
を
勤
め
る
と
い
う
中
間
機
構
の
役
割
も
果
た
し

て
い
た
こ
と
。四
つ
め
は
、明
治
維
新
後
も
共
同
性
を
維
持
し
て
い
た
が
、

新
た
な
地
域
秩
序
の
形
成
に
よ
り
城
付
地
と
し
て
の
機
能
が
次
第
に
解
体

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
つ
目
と
二
つ
目
は
、
戦
国

期
か
ら
続
く
城
郷
の
役
割
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
城
付
役
と
は
、
正
式
に
は
「
御
城
附
御
役
」
あ
る
い
は
「
城

附
役
」、「
城
役
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
城
に
関
わ
る
も
の
か

ら
藩
政
に
関
わ
る
も
の
ま
で
様
々
な
用
務
に
応
じ
た
夫
役
の
総
称
で
あ

る
。
こ
う
し
た
城
付
役
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

史
料
上
で
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
元
禄
期
以
前
の
段
階
を
指

し
て
「
刈
谷
町
外
三
ヶ
村
之
義
者
往
古
よ
り
城
附
村
ニ
而
」（

11
（

と
述
べ
て
お

り
、
元
禄
期
の
遙
か
に
以
前
か
ら
四
カ
村
が
城
付
役
を
負
担
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
四
カ
村
は
中
世
の
刈
谷
郷
を
継
承
し
た
領
域
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
戦
国
期
の
役
負
担
を
受
け
継
ぐ
一
つ
の
単
位
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　

し
か
し
、元
禄
年
間
に
熊
村
と
高
津
波
村
が
助
郷
村
に
編
成
さ
れ
る
と
、

残
り
の
刈
谷
村
（
町
）
と
元
刈
谷
村
の
二
カ
村
（
本
来
は
一
カ
村
か
）
で
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城
付
役
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
城
付
役

を
負
担
す
る
村
々
は
助
郷
を
免
除
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
領
地
を
越
え

た
幕
府
か
ら
の
要
請
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
徹
底
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
城
付
役
を
二
カ
村
で
担
う
こ
と
に
な
っ
た
刈
谷
村

（
町
）
と
元
刈
谷
村
で
は
、
人
足
の
確
保
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
刈

谷
城
下
で
は
年
行
事
が
人
足
の
差
配
を
行
っ
て
い
る
が
、
年
行
事
役
成
立

の
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑶
城
付
役
負
担
の
変
容

　

と
こ
ろ
で
、
刈
谷
町
の
城
付
役
に
つ
い
て
は
、『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』（

11
（

の
な
か
に
多
く
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
既
に
先
行
研
究
で

も
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
及
ぶ
。
表
１
は
刈
谷
に
お

け
る
城
付
四
カ
村
の
主
な
役
負
担
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
四
カ

村
が
一
体
と
な
っ
て
こ
れ
ら
全
て
の
役
を
負
担
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
刈

谷
町
を
中
心
に
領
内
の
他
村
を
交
え
た
形
で
こ
れ
ら
の
多
様
な
役
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
城
の
普
請
や
管
理
に
関
わ
る
も
の
、
藩
主
や
藩
の
需

要
に
応
え
る
も
の
以
外
に
も
、
交
通
や
警
備
に
関
す
る
も
の
も
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。本
来
の
城
付
役
は
、城
地
に
関
係
す
る
役
が
そ
の
中
心
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
第
に
藩
運
営
や
藩
領
、
さ
ら
に
は
幕
府
の
要
請

表１　城付四カ村の主な役負担

分類 人足・御用など

城地 城普請人足、掃除人足、作事人足、大部屋人足、蔵御用人足、
堀掃除人足、大工人足、草履取人足、城内草苅人足など

藩主、藩、家臣
料理御用、賄所御用、庭御用、門松御用、飼葉御用、雇人馬
御用、茶摘人足、奉行所人足、山林方御用人足、作事材木御
用など

普請・修繕 普請御用人足、堤普請人足、川通普請人足など

植物、動物
松露御用、もろこし御用、むかご御用、渋柿御用、ゆりの根
御用、小梅御用、御葉松御用、山つつじ御用、たんぽぽ花御
用、稲子虫御用、けむらし御用、くつわ虫御用など

交通・運輸・通信
人馬提供、荷物人足、雇人馬、船御用人足、道筋拵え人足、駕
籠かき人足、掃除人足、巡見使御用、朝鮮人帰国御用、池鯉鮒
雇人足、発駕人足、通行人足、並木松植人足、触人足など

警備・軍事・雑用 脇差指人足、雇人足刀指、江戸雇長柄出人足、海岸人足、調
練人足、明屋敷番など

祭礼・行事 神輿舁き人足、祭礼御用、虫送り、虫供養、雨乞いなど

　注 ）表は『刈谷町庄屋留帳』による。但しここで挙げられた役負担は、城付四
カ村（刈谷町、元刈谷村、熊村、高津波村）が一体となって負担したものだ
けではなく、そのうちの一部のみ負担したものも含む。
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に
関
わ
る
様
々
な
役
を
、
城
付
の
村
が
担
わ
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
城
付
役
と
領
内
に
掛
け
ら
れ
る
諸
役
と

の
違
い
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
五
月
に
命
じ
ら
れ
た
「
御
城
普
請

人
足
」で
は
、城
付
四
カ
村
の
み
な
ら
ず「
元
刈
谷
村
よ
り
堤
村
迄
拾
七
ヶ

村
」
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
村
か
ら
人
足
八
人
を
出
す

こ
と
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。

　

城
の
普
請
の
場
合
、
比
較
的
に
規
模
の
大
き
な
普
請
や
修
繕
工
事
、
そ

し
て
用
材
の
提
供
と
い
っ
た
工
事
に
お
い
て
は
領
内
か
ら
人
足
を
徴
発
す

る
が
、
恒
常
的
な
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
城
付
役
で
事
が
足
り
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
人
足
八
人
を
十
七
カ
村
か
ら
出
す
と
い
う
役
負
担
の

在
り
方
は
、
城
付
の
村
に
課
せ
ら
れ
る
役
数
の
増
加
を
表
し
て
い
る
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
に
城
付
役
は
、
多
様
な
役
負
担
と
そ
の
増
加
に
よ
っ
て

本
来
の
意
味
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

表
１
で
挙
げ
ら
れ
た
様
々
な
役
も
、
本
来
の
城
付
役
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
そ
れ
に
参
加
し
て
い
る
村
々
も
城
付
役
を
負
担
す
る
城
付
村
だ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
閏
十
二
月
に
四
カ
村
か
ら
藩
に
出
さ
れ
た
願

書（
11
（

か
ら
は
、
そ
う
し
た
事
情
が
よ
く
窺
わ
れ
る
。

一
今
年
も
御
作
事
大
部
屋
人
足
四
千
人
余
御
遣
被
遊
候
、
四
ヶ
村
御

百
姓
近
年
殊
之
外
困
窮
仕
候
て
、
家
来
召
仕
候
者
も
無
数
相
成
り
、

日
々
仰
付
候
御
用
人
足
御
間
ニ
合
兼
難
儀
仕
候
、（
中
略
）
急
御
用

之
儀
は
格
別
前
日
よ
り
相
知
候
、掃
除
人
足
・
御
作
事
人
足
之
儀
は
、

助
郷
村
之
外
村
々
よ
り
御
遣
被
下
置
候
様
奉
願
上
候

　

こ
こ
で
は
、
城
付
役
と
み
ら
れ
る
「
御
作
事
大
部
屋
人
足
」
の
増
加
に

よ
っ
て
四
カ
村
が
疲
弊
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。そ
こ
で
四
カ
村
は
、

事
前
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
掃
除
人
足
と
作
事
人
足
に
つ
い
て
は
、
助

郷
村
で
は
な
い
他
の
村
々
に
負
担
さ
せ
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
や
が

て
こ
う
し
た
こ
と
が
徐
々
に
現
実
と
な
っ
て
い
き
、
本
来
の
城
付
役
の
一

部
を
四
カ
村
以
外
の
村
々
が
担
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
も
そ
も
城
付
四
カ
村
は
、
城
付
役
以
外
の
役
負
担
を
ど
う
し
て
受
け

入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
藩
財
政
と
藩
運
営
と
の
関
係
か
ら
生

じ
た
役
負
担
の
増
加
に
対
し
、
そ
れ
を
負
担
し
得
る
だ
け
の
労
働
力
の
集

中
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
一
般
的
な
城
下
町
の

町
役
と
比
較
し
て
も
、
城
付
四
カ
村
に
課
せ
ら
れ
た
役
の
多
さ
は
群
を
抜

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
四
カ
村
は
重
い
役
負
担
の
免
除
を

度
々
願
い
出
て
い
る
。
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
五
月
に
四
カ
村
か
ら
出

さ
れ
た
願
書（

11
（

に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

尤
先
年
御
村
替
へ
無
御
座
候
節
は
一
ヶ
年
ニ
人
足
三
千
人
余
・
馬
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百
五
十
匹
余
被
仰
付
候
て
も
其
節
は
村
数
十
七
ヶ
村
ニ
被
仰
付
候
儀

只
今
ニ
て
は
五
ヶ
村
ニ
て
被
仰
付
候
ニ
付
、
人
足
多
分
ニ
相
成
甚
以

難
渋
仕
候
間
、
乍
恐
御
勘
考
之
上
御
慈
悲
を
以
先
格
之
通
被
為
仰
付

被
下
置
候
様
奉
願
上
候

一
御
作
事
御
山
林
方
大
部
屋
人
足
一
両
年
は
多
分
被
仰
付
候
間
、
此

上
御
雇
人
足
之
儀
前
々
之
外
は
御
免
被
下
置
候
様
、
御
百
姓
共
一
統

奉
願
上
候
、
以
上

　

こ
れ
は
東
海
道
の
宿
場
で
あ
る
池
鯉
鮒
宿
が
御
定
人
馬
を
出
せ
な
い
た

め
、
四
カ
村
が
雇
人
馬
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
負
担
が

大
き
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
雇
人
馬
の
免
除
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。

宿
場
の
圧
迫
は
東
海
道
沿
い
の
村
々
に
も
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
が
、
御
作
事
人
足
、
山
方
御
用
人
足
、
大
部
屋
人
足
と
い
っ

た
本
来
の
城
付
役
に
つ
い
て
も
負
担
の
増
加
が
重
く
の
し
か
か
る
中
で
、

さ
ら
に
増
大
す
る
雇
人
馬
に
至
っ
て
は
と
て
も
対
応
で
き
な
か
っ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
時
期
は
刈
谷
藩
の
領
地
替
え
に
よ
る
城
付
領
の

減
少
が
、
村
々
の
負
担
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
元
禄
期
に
は
四
カ
村
の
内
の
二
カ
村
が
助
郷
村
に
設
定
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
厳
し
い
状
況
は
古
く
か
ら
続
い
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。
二
カ
村
が
助
郷
役
を
免
除
さ
れ
る
の
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

の
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
従
来
通
り
二
カ
村
は
城
付
役
を
負
担
す
る
城
付

村
に
戻
っ
た
が
、
助
郷
役
の
要
請
は
そ
の
後
も
度
々
行
わ
れ
て
い
る
。

⑷
城
付
四
カ
村
の
役
負
担
と
そ
の
種
類

　

表
１
は
、
城
付
四
カ
村
の
各
村
が
負
担
し
た
主
な
役
の
内
容
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
城
付
四
カ
村
が
負
担
し
た
城
付
役
に
は
、

城
に
付
随
す
る
役
以
外
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
表
１
に
示
さ
れ
る
役
負

担
の
多
く
は
城
付
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
そ
う
し
た
城
付

役
の
内
容
と
種
類
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
四
カ
村
が
負
担
し
た
役
を
大
き
く
捉
え
る
と
、
人
足
を
差
し
出
す

役
と
藩
の
必
要
に
応
じ
て
物
品
な
ど
を
上
納
す
る
役
と
に
分
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
前
者
は
さ
ら
に
城
及
び
城
下
に
出
す
人
足
役
と
そ
れ
以
外
の
場
所

に
出
す
人
足
役
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
城
や
城
下
に
出
さ
れ
る
役
に
は
、
普

請
や
作
事
に
関
す
る
も
の
、
清
掃
に
関
す
る
も
の
、
蔵
出
し
な
ど
城
内
の

雑
務
に
関
す
る
も
の
、
奉
行
所
に
関
す
る
も
の
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
大
規
模
な
も
の
を
除
く
恒
常
的
な
役
に
つ
い
て
は
基
本
的
な

城
付
役
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
で
、
城
下
外
に
お
い
て
は
、
堤
防

な
ど
の
普
請
、
街
道
や
宿
場
に
お
け
る
人
馬
の
提
供
、
清
掃
、
運
輸
な
ど

交
通
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
た
警
備
や
軍
事

的
動
員
も
ま
た
城
下
外
で
行
わ
れ
る
役
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
役
の
中
に
は

本
来
の
城
付
役
の
内
容
を
越
え
た
、
当
時
の
社
会
及
び
政
治
状
況
に
伴
っ
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て
課
せ
ら
れ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
の
史
料（

11
（

は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
六
月
に
助
郷
役
の
免
除
を
願
い

出
た
も
の
で
あ
る
が
、
城
付
役
の
内
容
な
ど
が
わ
か
る
た
め
以
下
に
引
用

す
る
。大

隅
守
領
分
三
河
国
碧
海
郡
刈
谷
町
・
元
刈
谷
村
・
熊
村
・
高
津
波

村
之
儀
者
往
古
よ
り
城
附
之
村
方
ニ
而
、
非
常
之
節
領
分
海
岸
手
当

者
勿
論
、
赤
坂
御
代
官
所
並
近
領
等
江
加
勢
人
数
差
出
候
節
之
歩
役

兼
而
申
付
置
、且
亦
領
分
池
鯉
鮒
宿
江
家
来
共
出
役
之
度
毎
、右
四
ヶ

村
よ
り
人
夫
為
差
出
来
、
殊
ニ
城
内
よ
り
同
所
迄
者
道
法
壱
里
余
有

之
、
近
年
出
役
多
繁
相
成
、
別
而
日
々
召
仕
候
人
夫
相
増
、
両
三
年

以
来
取
調
候
処
、
平
均
壱
ヶ
年
三
万
五
千
百
弐
拾
三
人
触
当
申
候
程

之
儀
ニ
而
、
何
れ
も
困
窮
難
渋
人
少
之
村
方
ニ
御
座
候
間
、
時
宜
ニ

寄
他
村
よ
り
人
夫
相
雇
候
儀
も
有
之
、毎
々
難
渋
之
次
第
申
立
候
間
、

手
当
茂
致
遣
し
漸
々
取
続
相
勤
罷
立
候
儀
ニ
御
座
候
（
以
下
略
）

　

城
付
四
カ
村
が
一
年
間
に
出
し
た
人
足
の
平
均
は
三
五
、一
二
三
人
に

の
ぼ
り
、
村
内
だ
け
で
は
足
り
ず
に
時
に
は
他
村
か
ら
人
夫
を
雇
い
入
れ

て
人
足
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
城
付
四
カ
村

が
、
海
岸
警
備
や
幕
府
要
請
に
よ
る
動
員
、
藩
役
人
の
出
役
の
供
と
い
っ

た
「
歩
役
」
を
勤
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
の
城

に
付
随
し
た
役
で
は
な
い
と
い
え
る
が
、
遡
れ
ば
戦
国
期
の
軍
役
に
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
伝
統
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
も
異
国
船
の
通
過
に
伴
い
、
城
付
四
カ

村
か
ら
三
十
八
人
の
「
脇
差
指
人
足
」
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
城

内
で
太
鼓
・
貝
が
鳴
り
次
第
行
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
戦
国
期
さ

な
が
ら
の
様
相
を
み
せ
て
い
る（
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。
恐
ら
く
戦
国
期
以
来
の
伝
統
か
ら
城
付

四
カ
村
が
軍
事
的
動
員
を
担
う
役
目
を
負
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

こ
と
が
江
戸
時
代
の
社
会
状
況
の
中
で
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
軍
事
的
役

の
負
担
に
結
び
つ
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
人
足
役
に
対
し
て
後
者
の
上
納
に
関
わ
る
役
は
、「
御
用
」

と
呼
称
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
が
、
花
や
樹
木
な

ど
の
植
物
や
小
動
物
な
ど
を
上
納
す
る
「
御
用
」
で
あ
る
。
表
に
挙
げ
た

も
の
以
外
で
も
様
々
な
も
の
が
上
納
さ
れ
て
い
る
が
、百
合
の
根
、小
豆
、

糀
、
大
根
な
ど
は
「
御
料
理
御
用
」
と
し
て
藩
の
賄
所
に
納
め
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
庭
木
や
普
請
の
用
材
、
鑑
賞
用
の
品
と
し
て
用
い
ら

れ
た
も
の
も
あ
る
。
中
に
は
「
く
つ
わ
虫
」
の
よ
う
に
藩
主
の
姫
が
所
望

し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
飼
葉
、
門
松
、
桃
木
、
槐
、
漆
、
蕗
の

薹
、
木
苺
、
松
露
、
菖
蒲
、
菊
の
花
、
茶
、
草
箒
、
雲
雀
、
兎
、
稲
子
、

竹
、
藁
な
ど
実
に
多
種
多
様
な
も
の
が
藩
や
藩
主
、
家
臣
な
ど
に
上
納
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
概
ね
四
カ
村
内
で
採
集
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
次
第
に
領
内
全
体
で
探
索
し
な
け
れ
ば
入
手
で
き
な
い
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「
ぶ
ん
ご
梅
」
や
「
琉
球
つ
つ
じ
」
の
よ
う
な
希
少
な
も
の
に
ま
で
「
御

用
」
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
上
納
品
は
ほ
か
に
も
、
白
魚
や
菓
子
な
ど
の
よ
う
に
特
定

の
町
か
ら
献
上
さ
れ
る
も
の
や
、
大
麦
、
蕎
麦
、
木
綿
な
ど
の
よ
う
に
藩

が
「
御
用
」
で
の
買
い
入
れ
を
行
っ
た
も
の
な
ど
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に

「
銀
子
急
御
用
」
と
い
っ
て
急
ぎ
町
中
の
銀
子
を
集
め
金
子
と
替
え
る
御

用
も
存
在
し
た
。
上
納
に
あ
た
っ
て
は
御
用
人
足
の
形
で
採
取
が
行
わ
れ

た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
指
定
さ
れ
た
品
目
を
上
納
す
る
形
式
が
採

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
で
挙
げ
た
役
負
担
の
ほ
か
に
特
殊
な
も
の
と
し
て
祭
礼
や
行
事
に

関
す
る
役
が
あ
る
。
市
原
稲
荷
神
社
の
祭
礼
に
よ
る
神
輿
舁
き
人
足
や
虫

供
養
や
雨
乞
い
と
い
っ
た
行
事
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
城
下
の
伝
統
行
事
と
し
て
役
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、

先
に
挙
げ
た
役
と
は
異
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
の
役
は
四
カ
村
の
結
束
を
強
め
る
役
割
を
同
時
に
果
た
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

城
付
役
を
負
担
す
る
四
カ
村
は
、
多
く
の
役
を
共
同
で
負
担
す
る
中
で

互
い
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。大
石
氏
も
四
カ
村
の
一
体
性
・
共
同
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

四
カ
村
は
役
負
担
以
外
の
様
々
な
場
面
で
も
一
体
性
を
保
っ
て
い
る
。
と

り
わ
け
四
カ
村
が
犬
の
飼
育
を
禁
止
す
る
区
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
城
下

領
域
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
藩
主
の
た
め
の
厄
払

い
や
菩
提
寺
へ
の
石
灯
籠
の
寄
贈
、
頼
母
子
講
、
年
貢
諸
役
の
減
免
な
ど

四
カ
村
が
共
同
で
行
っ
て
い
る
行
為
は
多
岐
に
及
ぶ
。

　

こ
う
し
た
四
カ
村
の
一
体
性
は
、
役
負
担
を
共
有
す
る
単
位
と
し
て
互

い
に
利
害
関
係
を
一
致
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
見
方
が
で

き
る
一
方
で
、
城
郷
の
時
代
か
ら
続
く
村
落
の
伝
統
に
起
因
す
る
と
い
う

考
え
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
四
カ
村
の
一
体
性
・

共
同
性
こ
そ
が
か
つ
て
の
城
郷
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
し
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。多
く
の
城
下
町
が
都
市
の
拡
大
に
伴
う
地
域
分
化
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
地
域
的
枠
組
み
を
失
っ
て
い
く
な
か
で
、
刈
谷
で
は
江
戸
時
代

以
降
も
城
付
四
カ
村
に
よ
る
一
体
性
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
明
治

初
期
の
二
大
区
六
小
区
に
継
承
さ
れ
、
刈
谷
町
を
経
て
現
在
の
刈
谷
市
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
一
体
性
は
役
負
担
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
城
下
の
本
質
が
労
働
力
に
あ
る
こ
と
が
刈
谷
の

事
例
か
ら
改
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
戦
国
期
に
お
け
る
城
郷
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
近
世
刈
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谷
城
下
を
事
例
に
役
負
担
と
そ
の
地
域
的
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
当
初
の
刈
谷
は
中
世
の
重
原
荘
を
構
成
す
る
一
郷
村
に
過
ぎ
ず
、
こ

の
地
域
の
中
心
は
重
原
本
郷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
の
水
野
氏
に
よ
る
三
河
国
進
出
に
よ
り
、
戦
略
的
意
図
か
ら
刈
谷
に
築

城
が
な
さ
れ
る
と
地
域
の
中
心
は
刈
谷
へ
と
移
動
し
、
城
郷
と
し
て
の
刈

谷
郷
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

中
世
刈
谷
郷
の
地
域
的
枠
組
み
は
近
世
の
刈
谷
城
下
に
も
継
承
さ
れ
、

当
初
は
「
刈
谷
三
ヶ
村
」
と
呼
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
次
第
に
城

付
四
カ
村
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
中
世
の
村
落
領
域
で
あ
る
郷
が
解

体
さ
れ
近
世
の
藩
政
村
に
変
わ
っ
て
も
尚
、
城
付
四
カ
村
と
し
て
城
郷
の

枠
組
み
が
継
続
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

さ
ら
に
城
郷
を
規
定
す
る
労
働
力
編
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
近
世

刈
谷
の
城
付
役
の
な
か
に
そ
の
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
刈
谷

の
城
付
役
は
実
に
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
江
戸
時

代
を
通
じ
て
変
容
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
城
に
付
随
す
る
基
本
的

な
役
負
担
は
戦
国
期
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
は
城
の
普
請
や
清
掃
、
そ
の
他
の
雑
務
、
様
々
な
日
常
生
活

物
資
の
供
給
な
ど
で
あ
る
。
特
に
軍
事
的
動
員
に
伴
う
役
の
な
か
に
は
曽

て
の
軍
役
の
伝
統
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
城
付
役
は
地
域
の
一
体
性
を
強
固
な
も
の
と
し
、
城
と
領

主
に
よ
る
支
配
が
継
続
す
る
限
り
、
時
代
を
越
え
て
地
域
の
紐
帯
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
一
方
で
近
世
城
下
町
の
拡
大
は
地
域
分

化
を
も
た
ら
し
、
こ
う
し
た
仕
組
み
を
近
世
的
な
課
役
の
体
系
に
再
編
し

て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。刈
谷
城
下
町
の
よ
う
に
比
較
的
規
模
が
小
さ
く
、

都
市
化
に
よ
る
地
域
の
変
容
を
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
戦
国
期
以
来
の
城

郷
の
仕
組
み
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
刈
谷
の
事
例
は
、
戦
国

期
ま
た
は
近
世
初
期
に
お
け
る
、
城
下
町
の
在
り
方
を
窺
う
格
好
の
題
材

を
提
供
し
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
城
付
四
カ
村
に
課
せ
ら
れ
た
城
付
役
が
過
重
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
な
ぜ
四
カ
村
は
こ
う
し
た

役
負
担
を
担
い
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

城
付
役
に
あ
る
種
の
特
権
や
名
誉
意
識
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
で
あ

る
。
城
付
四
カ
村
は
城
内
へ
の
通
用
門
で
あ
る
町
口
門
を
鑑
札
な
し
で
通

る
こ
と
が
で
き
た
が（
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、
こ
の
よ
う
な
特
権
が
城
付
役
の
負
担
を
承
引
さ
せ

る
理
由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
営
業
上
及

び
営
農
上
の
取
引
関
係
な
ど
か
ら
藩
や
藩
主
、
家
臣
と
結
び
つ
く
こ
と
で

恩
恵
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
助
郷
役
の
免
除
以
外

に
も
城
付
役
が
維
持
さ
れ
続
け
た
原
因
が
あ
る
筈
で
あ
り
、
今
後
は
役
の

相
互
依
存
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
今
回
取
り
挙
げ
た
刈
谷
城
下
以
外
に
も
、
城
と
城
下
周
辺
村
落
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と
が
結
び
つ
い
て
い
る
事
例
が
各
地
に
存
在
す
る
。
松
本
四
郎
氏
は
そ
う

し
た
城
下
町
の
例
と
し
て
、
刈
谷
以
外
に
も
福
山
城
下
八
カ
郷
、
三
原
の

城
付
五
カ
村
、
犬
山
の
城
属
五
カ
村
、
神
戸
の
城
付
六
カ
村
、
徳
島
の
御

山
下
二
一
カ
村
、
高
知
の
隣
接
四
カ
村
、
出
石
の
町
分
八
カ
村
、
鹿
児
島

の
隣
接
二
四
カ
村
を
挙
げ
て
い
る
が（

1（
（

、
福
山
や
神
戸
は
水
野
氏
と
も
関
わ

り
の
あ
る
城
下
町
で
あ
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
事
例
を
具
体
的
に
検
討
し

な
が
ら
、
城
郷
の
残
存
と
し
て
の
城
付
役
の
在
り
方
を
さ
ら
に
分
析
し
て

い
き
た
い
。

注（１
） 

小
島
道
裕「
戦
国
期
城
下
町
の
構
造
」『
日
本
史
研
究
』二
五
七
号
、一
九
八
四
年
、

三
〇
～
五
九
頁
。

（
２
） 

市
村
高
男
『
戦
国
期
東
国
の
都
市
と
権
力
』
思
文
閣
、
一
九
九
四
年
、
四
二
一
頁
。

（
３
） 

拙
稿
「『
城
下
町
』
用
語
と
そ
の
概
念
の
変
遷
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
九
巻
三
号
、

二
〇
一
八
年
、
二
一
～
三
六
頁
。

（
４
） 

拙
稿
「『
結
城
氏
新
法
度
』
に
み
る
戦
国
期
の
結
城
に
つ
い
て
」『
千
葉
経
済
論
叢
』

六
八
号
、
二
〇
二
三
年
、
二
六
五
～
二
八
〇
頁
。

（
５
） 「
城
郷
」
は
、
地
域
支
配
の
拠
点
と
し
て
郷
村
に
築
城
さ
れ
た
城
と
そ
れ
を
恒
常

的
に
支
え
る
地
域
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
地
域
的
枠
組
み
で
あ
り
、
京
都
や
大
坂

の
よ
う
に
都
市
支
配
の
拠
点
と
し
て
城
が
築
か
れ
た
場
合
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
力
の
需
要
は
ど
の
よ
う
な
城
に
お
い
て
も
生
じ
る

の
で
あ
り
、労
働
力
は
城
下
町
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
６
） 

平
凡
社
編
・
発
行
『
日
本
歴
史
地
名
大
系 

第
二
三
巻 

愛
知
県
の
地
名
』

一
九
八
一
年
、
五
八
三
頁
。

（
７
） 

鈴
木
正
貴
「
西
三
河
に
お
け
る
中
世
集
落
の
成
立
と
展
開
」『
愛
知
県
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
一
七
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
二
頁
。

（
８
） 

刈
谷
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
刈
谷
市
史
』
第
一
巻
（
本
文
・
原
始
、
古
代
、
中

世
）、
刈
谷
市
、
一
九
八
九
年
、
五
一
六
頁
。

（
９
） 

前
掲
注
（
８
）、
四
八
八
～
四
九
二
頁
。

（
10
） 

前
掲
注
（
８
）、
五
四
七
～
五
四
八
頁
。

（
11
） 

前
掲
注
（
８
）、
四
九
六
頁
。

（
1（
） 

前
掲
注
（
７
）、
一
四
九
頁
。

（
1（
） 

前
掲
注
（
８
）、
五
八
五
頁
。

（
1（
） 

小
笠
原
大
弐
『
三
河
国
二
葉
松
』
三
陽
堂
、
一
九
〇
九
年
、
八
一
頁
。

（
1（
） 

前
掲
注
（
８
）、
五
四
四
～
五
四
五
頁
。

（
1（
） 

刈
谷
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
刈
谷
市
史
』
第
二
巻
（
本
文
・
近
世
）、
刈
谷
市
、

一
九
九
四
年
、
三
四
～
三
五
頁
。

（
1（
） 

高
柳
光
寿
ほ
か
編
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
六
四
年
、
三
三
頁
。

（
1（
） 

前
掲
注
（
1（
）、
二
六
頁
。

（
1（
） 

前
掲
注
（
1（
）、
三
八
～
三
九
頁
。

（
（0
） 

前
掲
注
（
1（
）、
三
九
～
四
〇
頁
。

（
（1
） 

前
掲
注
（
1（
）、
四
二
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
８
）、
五
九
九
頁
。

（
（（
） 
熊
村
は
奈
良
時
代
の
平
城
宮
出
土
木
簡
に
み
え
る
「
前
里
」
に
あ
た
る
と
み
ら
れ

て
い
る
。
①
「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
編
纂
委
員
会
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞

典　

二
三　

愛
知
県
』
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
、
五
〇
九
頁
。
ま
た
、『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
の
貞
守
の
項
に
、
刈
谷
や
熊
村
な
ど
の
諸
士
が
貞
守
に
属
し
た
た

め
、
や
が
て
刈
谷
に
築
城
し
そ
こ
へ
移
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
世
の
記
述
で
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は
あ
る
も
の
の
、
中
世
に
お
け
る
熊
村
及
び
そ
の
小
領
主
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

る
。
②
前
掲
注
（
1（
）。

（
（（
） 『
刈
谷
町
誌
』
に
よ
る
と
、
金
勝
寺
所
蔵
の
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
の
方
便

法
身
尊
像
裏
面
に
「
高
津
浪
」
の
文
字
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
村
落
の
存
在
も
こ

の
頃
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
刈
谷
町
誌
編
纂
会
編
『
刈
谷
町
誌
』
刈
谷
町
役

場
、
一
九
三
二
年
、
二
五
頁
。

（
（（
） 

但
し
高
津
波
村
は
小
山
郷
に
も
近
く
、
同
郷
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
近
世
以
降
の
地
域
的
な
繋
が
り
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
刈

谷
郷
に
含
ま
れ
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）、
四
六
八
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
６
）、
五
九
四
頁
。

（
（（
） 「
本
苅
屋
南
」
の
あ
る
坪
の
地
目
は
畑
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
「
本
苅
屋
」
を
村

名
と
考
え
る
と
、
村
の
南
は
衣
浦
湾
の
入
江
に
な
っ
て
お
り
畑
地
に
適
し
た
台
地

は
存
在
し
な
い
。
そ
の
点
か
ら
も
「
本
苅
屋
」
は
刈
谷
郷
の
中
心
集
落
を
指
し
た

も
の
で
あ
り
、
村
名
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（0
） 

前
掲
注
（
（（
）、
二
四
頁
。

（
（1
） 

既
に
九
世
紀
の
段
階
で
亀
村
か
ら
刈
谷
村
（
当
初
は
狩
谷
村
か
）
へ
村
名
が
変
更

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
旧
城
地
は
刈
谷
村
に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
亀
村

の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
（（
）、
二
七
〇
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）、
三
～
六
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）、（
（（
）。

（
（（
） 

前
掲
注
（
1（
）、
一
二
八
～
一
二
九
頁
。

（
（（
） 

刈
谷
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
刈
谷
市
史
』
第
六
巻
（
資
料
・
近
世
）、
刈
谷
市
、

一
九
九
二
年
、
五
〇
～
五
三
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
（（
）、
二
頁
。

（
（（
） 

大
須
賀
初
夫
編
『
三
河
国
村
々
高
附
・
額
田
県
布
告
集
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
六
年
、
五
、八
頁
。

（
（0
） 「
家
中
屋
敷
付
外
田
畑
」
と
は
、
刈
谷
藩
士
の
屋
敷
に
付
属
さ
れ
た
田
畑
を
指
す
。

正
徳
二
年（
一
七
一
二
）に
は
二
四
町
歩
余
の
田
畑
が
確
認
で
き
、
農
村
的
な
性
格

を
色
濃
く
残
す
城
下
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。前
掲
注（
1（
）、二
二
八
～
二
二
九
頁
。

（
（1
） 

前
掲
注
（
1（
）、
二
二
五
～
二
二
七
頁
ほ
か
。

（
（（
） 

大
石
学「
刈
谷
城
城
付
四
か
村
に
つ
い
て
」『
か
り
や
』第
一
八
号
、一
九
九
七
年
、

一
～
一
四
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
（（
）、
五
〇
八
頁
。

（
（（
） 『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』は
、刈
谷
町
の
庄
屋
が
御
触
書
な
ど
を
書
き
留
め
た
帳
簿
で
、

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
ま
で
の
一
六
〇
冊
が
刈

谷
市
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。本
稿
で
は
、刈
谷
市
教
育
委
員
会
編『
刈

谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
一
巻
～
第
二
〇
巻
、
一
九
七
六
～
一
九
八
八
年
、
刈
谷
市
、

を
使
用
し
た
。

（
（（
） 

刈
谷
市
教
育
委
員
会
編『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』第
五
巻（
天
明
二
年
～
寛
政
元
年
）、

刈
谷
市
、
一
九
七
九
年
、
一
五
五
～
一
五
六
頁
。

（
（（
） 

刈
谷
市
教
育
委
員
会
編『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』第
四
巻（
明
和
六
年
～
天
明
元
年
）、

刈
谷
市
、
一
九
七
八
年
、
三
五
三
頁
。

（
（（
） 

刈
谷
市
教
育
委
員
会
編『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』第
七
巻（
寛
政
九
年
～
享
和
四
年
）、

刈
谷
市
、
一
九
八
一
年
、
九
四
～
九
五
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
（（
）、
五
〇
七
～
五
〇
九
頁
。

（
（（
） 

刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
一
四
巻
（
天
保
十
五
年
～
嘉
永

四
年
）、
刈
谷
市
、
一
九
八
五
年
、
二
六
七
～
二
六
八
頁
。

（
（0
） 

刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
第
一
〇
巻
（
文
政
四
年
～
文
政
十

年
）、
刈
谷
市
、
一
九
八
三
年
、
四
〇
頁
。

（
（1
） 
松
本
四
郎
『
城
下
町
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
、
二
五
三
～
二
五
五
頁
。


