
Ⅰ　

は
じ
め
に

　

本
稿
は

現
在
の
千
葉
県
北
西
部
か
ら
埼
玉
県
東
部
に
か
け
て
所
在
し

そ
の
荘

域
内
に
金
沢
氏
と
氏
寺
で
あ
る
称
名
寺
領
の
郷
村
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
著
名
な

下
河
辺
荘
に
関
し
て

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら

基
礎
的
な
現
地
調
査
と
そ
れ
に

基
づ
く
関
連
史
料
の
理
解
に
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る

　

下
総
国
葛
飾
郡
の
北
半
域
に
広
大
な
荘
域
を
有
し
て
い
た
八
条
院
領

の
ち

北

条
氏
の
所
領
を
経
て

古
河
公
方
の
御
料
所
と
な
る

下
河
辺
荘
と
下
河
辺
氏
に
関

し
て
は

す
で
に

角
田
朋
彦
・
今
野
慶
信
・
小
松
寿
治
の
諸
氏
が
連
名
で
詳
細
な

研
究
史
を
ま
と
め
ら
れ
て
い 
る 

同
じ
く

久
保
田
昌
希
と
小
松
寿
治
の
両
氏
が
連

１

名
で
中
世
の
利
根
川
流
域
史
研
究
の
成
果
と
課
題
を
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い 
る ２

　

ま
た

旧
荘
域
内
に
位
置
す
る
三
郷
市
・
春
日
部
市
・
幸
手
市
な
ど
の
市
史
に
お

い
て

主
に
金
沢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
下
河
辺
荘
内
に
所
在
し
た
称
名
寺
領
に

関
連
す
る
諸
史
料
が
史
料
編
に
集
成
さ
れ

通
史
編
に
お
い
て
下
河
辺
荘
に
関
す
る

概
要
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

現
在

松
伏
町
と
吉
川
市
・
野
田
市
に
お

い
て
も
市
町
村
史
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
て
お
り

調
査
の
進
展
と
成
果
の
公
刊
が
待

た
れ
る

　

他
方
下
河
辺
荘
が
所
在
し
た
地
域
に
関
し
て
鈴
木
哲
雄 
氏 
と
原
田
信
男 
氏 
が

３ 

４

現
地
調
査
に
基
づ
い
た
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る

下
河
辺
荘
域
に
関
し
て

現
地

に
即
し
た
も

と
も
詳
細
な
成
果
を
報
告
さ
れ
て
い
る
鈴
木
・
原
田
の
両
氏
は

基

本
的
に
は
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
史
料
を
解
釈
さ
れ

現
地
に
残
さ
れ
た
景
観
と
の

対
応
を
試
み
ら
れ
て
い
る

　

け
れ
ど
も

下
河
辺
荘
に
関
す
る
同
一
の
関
連
史
料
を

現
地
の
状
況
に
よ
り
即

し
て

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
読
ん
だ
場
合

異
な
る
解
釈
も
な
お
可
能
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る

中
間
報
告
で
あ
る
本
稿
で
論
じ
る
の
は

次
の
二
点
で
あ
る

　

第
一
に

主
に
古
利
根
川
と
元
荒
川
流
域
の
低
湿
地
に
位
置
し
て
い
た
下
河
辺
荘

の
南
部
地
域
に
お
い
て
は

諸
河
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
の
上
に
集
落
と
生
産
力

の
安
定
し
た
畠
が
立
地
し

後
背
湿
地
で
は
絶
え
ず
洪
水
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て

不
安
定
で
生
産
力
の
低
い
稲
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
一
般
的
に
は
理
解
さ
れ
て
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き
た

古
利
根
川
を
は
じ
め
と
す
る
諸
河
川
が
絶
え
ず
氾
濫
を
繰
り
返
し

荘
内
で

暮
ら
す
人
々
に
洪
水
の
被
害
を
あ
た
え
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が

洪
水
に
よ

る
水
損
の
み
に
注
目
す
る
こ
と
で
下
河
辺
荘
の
自
然
と
農
業
生
産
の
実
態
を
理
解
す

る
こ
と
は
一
面
的
に
過
ぎ
よ
う

水
害
は
も
と
よ
り

風
害
や
虫
害

そ
し
て
時
に

は
旱
魃
に
よ
る

旱
損

も
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る

旱
損
の
発
生
も
視
野
に
入

れ
た
場
合

従
来
よ
り
も
幅
の
広
い

よ
り
多
様
な
理
解
が
必
要
と
な
ろ
う

そ
し

て

諸
河
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
の
上
で
営
ま
れ
て
い
た
畠
作
が
安
定
的
で
あ

り

後
背
湿
地
に
拓
か
れ
て
い
た
低
湿
な
水
田
を

不
安
定
で
生
産
力
の
低
い
耕
地

で
あ
る
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
も
再
検
討
を
要
し
よ
う

　

第
二
に

荘
内
に
所
在
し
て
い
た

万
福
寺

満
福
寺

の
比
定
地
に
関
し
て
で

あ
る

近
年

加
藤
裕
美
子 
氏 
と
鈴
木 
氏 
は

称
名
寺
が
別
当
職
を
有
し
て
い
た
と

５ 

６

想
定
さ
れ
る
万
福
寺

満
福
寺

の
現
地
比
定
と

荘
内
の
築
堤
に
関
す
る
論
考
を

発
表
さ
れ
た

金
沢
文
庫
に
は

万
福
寺

満
福
寺

周
辺
に
暮
ら
し
て
い
た
百
姓

た
ち
に

下
河
辺
荘
の
新
方
に
堤
防
を
築
く
人
夫
役
が
課
せ
ら
れ

課
せ
ら
れ
た
百

姓
た
ち
の

申
状

が
残
さ
れ
て
い
る

両
氏
の
論
文
を
拝
読
す
る
限
り
に
お
い
て

は

万
福
寺

満
福
寺

の
所
在
地
も
未
だ
確
定
的
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る

そ

の
所
在
地
の
確
定
は
も
と
よ
り

百
姓
等
申
状
と
万
福
寺

満
福
寺

に
関
す
る
諸

史
料
の
再
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

　

以
上
の
よ
う
に

本
稿
は

上
記
の
市
町
村
史
は
も
と
よ
り

鈴
木
氏
と
原
田
氏

の
研
究
に
多
く
を
学
び
つ
つ

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら

若
干
の
再
検
討
を
試
み

る
も
の
で
あ
る

現
地
調
査
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
り

調
査
の
進
展
に
と
も
な

て

加
筆
・
修
正
を
加
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
え

た
こ
と
が
ら
を

中
間
報
告
の
か
た
ち
で
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
し
た
い

　

な
お

下
河
辺
の
読
み
に
関
し
て
は

現
在
で
は
一
般
的
に

し
も
こ
う
べ

と

読
ま
れ
て
い
る
が

中
世
の
史
料
で
は

し
も
か
わ
べ

と
平
仮
名
で
記
さ
れ
て
い

る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る

Ⅱ　

下
河
辺
荘
に
お
け
る
農
業
の
実
態

　

ま
ず

下
河
辺
荘
の
荘
域
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い

中
世
に
お
け
る
下

河
辺
荘
の
四
至
を
明
記
し
て
い
る
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず

原
田
氏
が

中
世
の

関
連
す
る
諸
史
料
を
博
探
さ
れ

近
世
に
お
い
て

か
つ
て
下
河
辺
荘
に
属
し
て
い

た
こ
と
を
唱
え
て
い
た
村
名
　

か
村

を

新
編
武
蔵
風
土
記
稿

か
ら
集
め
て

58

お
よ
そ
の
荘
域
を
示
さ
れ
た
も
の
が
図
１
で
あ
る

　

そ
の
成
果
に
基
づ
け
ば

西
に
位
置
し
て
い
た
武
蔵
国
大
田
荘
と
下
総
国
下
河
辺

荘
は

古
利
根
川
と
元
荒
川
の
旧
流
路
に
よ

て
明
確
に
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る

下
河
辺
荘
の
北
は
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
か
ら
坂
東
市
に
よ

て
ほ
ぼ
限

ら
れ

東
は
現
在
の
利
根
川
の
流
れ
に
よ

て
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る

南
は
現
在
の
中
川
に
沿
う
埼
玉
県
三
郷
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
花
和
田
付

近
で
あ
る

北
か
ら
現
在
の
お
よ
そ
の
市
町
名
を
記
せ
ば

茨
城
県
の
古
河
市
・
境

町
・
坂
東
市
・ 
五  
霞 
町

埼
玉
県
の
栗
橋
町
・

ご 

か

 
幸
手 
さ

て

市
・
杉
戸
町
・
春
日
部
市
・ 
松 まつ

 
伏 
町
・
吉
川
市
・ 
三  
郷 
市

そ
し
て
千
葉
県
の
野
田
市
・
流
山
市
な
ど

南
北
に
細

ぶ
し 

み 
さ
と

長
く
広
大
な
荘
域
を
占
め
て
い
た

　

ま
た

当
時

下
河
辺
荘
の
荘
内
は

古
河
市
周
辺
の
上
流
域
を
指
す

上
方

野
方

と

栗
橋
町
か
ら
三
郷
市
・
吉
川
市
に
及
ぶ
荘
内
東
部
地
域
を
指
す

下

方

河
辺

そ
し
て

古
利
根
川
と
元
荒
川
に
挟
ま
れ
た
狭
い
地
域
を
指
す

新

方

に
三
分
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

　

本
稿
で
論
じ
る
称
名
寺
領
の
主
な
耕
地
は

荘
内
の
下
方
に
属
す
る
赤
岩
郷

現

在
の
松
伏
町
と
吉
川
市

と
そ
の
周
辺
に
所
在
し
て
い
た

ま
た

赤
岩
郷
は
内
河

三

村

と
外
河

十
四

村

に
二
分
さ
れ
て
お
り

内
河

は
庄
内
古
川
の

78
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左
岸
に
位
置
す
る
現
在
の
吉
川
市
の
上
内
川
と
下
内
川

に

外
河
は
古
利
根
川
の
左
岸
に
位
置
す
る
松
伏
町
の

上
赤
岩
と
下
赤
岩
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

さ

ら
に

外
河
は
上
村
と
下
村
か
ら
成
り
立

て
い
た
と
考

え
ら
れ
る

　

荘
内
を
地
形
の
上
か
ら
二
大
別
す
れ
ば

荘
内
の
東
の

半
分
は
古
河
市
か
ら
流
山
市
に
至
る
常
総
の
低
い
台
地
の

地
域
で
あ
り

西
の
半
分
は
古
利
根
川
な
ど
の
諸
河
川
に

よ

て
形
成
さ
れ
た
自
然
堤
防
と
そ
の
間
に
存
在
す
る
後

背
湿
地
か
ら
な
る
低
湿
な
地
域
で
あ
る

　

Ⅱ

１　

後
背
湿
地
に
お
け
る
水
田
耕
作
の
規
模

　

ま
ず

荘
内
の
西
域
に
位
置
し
た
諸
河
川
に
よ

て
形

成
さ
れ
た
自
然
堤
防
と
後
背
湿
地
の
地
域
に
お
い
て
中
世

に
営
ま
れ
て
い
た
水
田
耕
作
の
実
態
に
関
し
て

関
連
の

史
料
を
引
き
つ
つ

再
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い

こ
の

低
湿
な
地
域
の
農
業
に
関
し
て
は

す
で
に
原
田
氏
が
金

沢
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
称
名
寺
領
の
関
連
史
料
と
近
世
初
期
の
史
料
も
援
用
さ
れ

つ
つ

次
の
よ
う
な
特
徴
を
述
べ
ら
れ
て
い
る

す
な
わ
ち

古
利
根
川
と
庄
内

古
川
と
の
間
の
低
湿
地
は

自
然
堤
防
沿
い
の
水
田
か
ら
排
水
を
う
け
る
ほ
か
は

部
分
的
に
堀
上
田
や
摘
田
と
し
て
利
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が

ほ
と
ん
ど
は
沼
地
ま

た
は
そ
れ
に
近
い
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

お
そ
ら
く
広
大

な
関
東
平
野
に
点
々
と
村
落
が
散
在
し

荒
涼
と
し
た
低
湿
地
が
拡
が
る
中
で

中

世
人
の
細
々
と
し
た
生
活
の
営
み
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う

と

ま
と
め
ら
れ
て
い 
る ７

　

上
記
に
示
し
た
原
田
氏
の
ま
と
め
は

古
利
根
川
や
元
荒
川
な
ど
の
諸
河
川
が
形

成
し
た
自
然
堤
防
と
後
背
湿
地
か
ら
成
り
立
つ
低
湿
な
地
域
に
お
け
る

後
背
湿
地

で
営
ま
れ
て
い
た
当
時
の
不
安
定
で
生
産
力
の
低
い
稲
作
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る

け
れ
ど
も

原
田
氏
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
関
連
史
料
を
読
み
直

し
た
場
合

原
田
氏
と
は
異
な
る
理
解
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

　

以
下

下
河
辺
荘
内
の
南
部
に
所
在
し
た
称
名
寺
領
の
水
田
に
関
連
す
る
諸
史
料

を
示
し
つ
つ

当
時
の
農
業
生
産
の
先
進
地
域
で
あ
る
畿
内
の
事
例
と
も
比
較
し

て

新
た
な
理
解
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い 
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図１　下河辺荘の荘域想定図（『三郷市史』通史編より引用）

Title:Tp077-096_伊藤寿和.ec8 Page:79  Date: 2008/03/03 Mon 10:43:11 



史
料
１　

永
仁
二
年
一
二
九
四

下
河
辺
荘
下
方
内
称
名
寺
々
領
実
検
目
録

金
沢
文
庫
文
書

　
　

注
進　

下
河
辺
御
庄
下
方
内
称
名
寺
々
村
々

　
　
　
　
　

永
仁
元
年
実
検
目
録
事

　
　
　

合

　
　

現
作
田
卅
五
町
四
反
小
四
十
歩　

加
新
田
定

　
　
　

除
一
反
三
百
歩　

小
沙
汰
免

　
　

定
田
卅
五
丁
二
反
半
四
十
歩

　
　
　

御
佃
三
丁
五
反
九
十
歩

　
　
　
　

分
米
廾
九
石
六
斗
一
升　

反
別
八
斗
四
升
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
種
食
定

　
　
　

所
当
田
卅
一
丁
七
反
小
十
歩

　
　
　
　

分
米
百
廾
六
石
九
斗
四
升
三
合
三
勺
三
才　

段
別
四
斗
定　
　
後　

略　

　

こ
の

実
検
目 
録
 
に
よ
れ
ば

下
河
辺
荘
内
の
下
方
で

永
仁
一
年
一
二
九

８

三
に
営
ま
れ
て
い
た
作
田
は　

町
４
反
余
に
の
ぼ
り

金
沢
氏
の
有
力
被
官
人
で

35

あ

た
鳥
子
氏
　

町
８
反
余

の
他

上
野
氏

８
町
３
反
余

と
片
山
氏

２

24

町
２
反
余

の
三
人
に
よ

て
請
け
負
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る

営
ま
れ
て

い
た
称
名
寺
領
の
現
作
田
の
面
積
が　

町
余
で
あ

た
と
い
う
こ
と
は

実
際
に

35

は

水
損
・
風
損
・
虫
損
な
ど
に
よ

て
現
作
さ
れ
て
い
な
い
水
田
の
存
在
を
考
え

た
場
合

現
地
に
は　

町
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
水
田
が
存
在
し
て
い
た
と
想
定
さ

50

れ
る

古
利
根
川
を
は
じ
め
と
す
る
諸
河
川
に
よ
る
水
害
多
発
地
帯
で
あ
る
こ
と
を

重
視
し

現
作
さ
れ
て
い
な
い
損
田
の
割
合
を　

％
と
仮
定
し
た
場
合
に
は

現
地

50

に
拓
か
れ
て
い
た
称
名
寺
領
の
水
田
は
約　

町
と
想
定
さ
れ
よ
う

ま
た

損
田
の

70

割
合
を　

％
と
仮
定
し
た
場
合
で
も

約　

町
の
水
田
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る

35

48

　

な
お

時
期
は
多
少
下
る
が

嘉
暦
一
年
一
三
二
六
の

下
河
辺
庄
新
方
検
見

 
帳 
に
よ
れ
ば
十
丁
免

所
在
地
不
詳
４
町
の
得
田
率
は　

％
で
あ
り
お
ま
現

９

56

在
の
越
谷
市
恩
間　

町
７
反
余
の
得
田
率
は
ほ
ぼ
同
じ　

％
で
あ
る

三
郷
市

14

57

史

の
史
料
編
で
は

損
田
の
多
さ
に
着
目
し
て

耕
地
条
件
の
劣
悪
さ
が
窺
え
る

と
評
価
さ
れ
て
い
る

け
れ
ど
も

水
害
多
発
地
帯
に
お
け
る
水
田
経
営
で
あ
る
こ

と
を
勘
案
し
た
場
合

得
田
率
の　

　

％
は
む
し
ろ
高
い
と
判
断
さ
れ
よ
う

十

56

57

丁
免
の
場
合

ま
こ
二
郎
を
は
じ
め
５
人
が

ひ
と
り
平
均
８
反
の
水
田
耕
作
を
請

け
負
い

お
ま
の
場
合
も

太
夫
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る　

人
が

ひ
と
り
平
均
約

15

１
町
の
水
田
耕
作
を
請
け
負

て
い
る

　

上
記
の
永
仁
一
年
の
現
作
田　

町
余
の
得
田
率
を
仮
に　

％
と
想
定
し
た
場
合
に

35

56

は

全
体
で
約　

町
の
称
名
寺
領
の
水
田
が
後
背
湿
地
に
営
ま
れ
て
い
た
と
想
定
さ

63

れ
よ
う

　

こ
れ
ら
現
作
さ
れ
て
い
な
い
水
田
の
存
在
も
勘
案
し
た
場
合

自
然
堤
防
型
の

村
落
で
は

中
世
に
お
い
て
は
畠
地
の
占
め
る
率
が
圧
倒
的
に
高
く

低
湿
地
は
ほ

と
ん
ど
沼
の
よ
う
な
状
態
で
水
田
化
は
難
し
か

た
と
推
定
さ
れ
る

こ
の
た

め

微
高
地
の
縁
辺
部
に
天
水
田
を
設
け
る
か

も
し
く
は
小
規
模
な
用
排
水
路
を

伴
う
水
田
が
わ
ず
か
に
存
在
し
て
い
た
程
度
と
思
わ
れ
る

と
原
田
氏
は
想
定
さ
れ

て
い
る
が

原
田
氏
の
想
定
に
反
し
て

小
規
模
と
は
言
い
が
た
い　

町
　

町
も

50

70

の
ま
と
ま
り
を
有
す
る
水
田
が
後
背
湿
地
に
拓
か
れ

実
際
に
耕
作
さ
れ
て
い
た
と

想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う

　

Ⅱ

２　

下
河
辺
荘
に
お
け
る
水
田
耕
作
と
畠
作
の
実
態

　

こ
れ
ま
で

一
般
的
に
は

中
世
に
お
け
る
後
背
湿
地
の
水
田
は
小
規
模
か
つ
不

安
定
な
存
在
で
あ
り

生
産
力
が
低
く

諸
河
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
の
上
に
営

ま
れ
て
い
た
安
定
的
な
畠
地
の
占
め
る
割
合
が
圧
倒
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

80
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た

近
世
前
期
に
作
成
さ
れ
た
正
保
の
郷
帳
の
写

し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

武
蔵
国
田
園
簿

に

基
づ
け
ば

そ
の
よ
う
な
理
解
に
導
か
れ
よ
う

　

け
れ
ど
も

中
世
の
関
連
史
料
に
基
づ
け
ば

実
際
に
請
け
負
わ
れ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
農
地

は

必
ず
し
も
自
然
堤
防
の
上
で
営
ま
れ
て
い
た

畠
地
の
面
積
が
広
く

後
背
湿
地
で
営
ま
れ
て
い

た
水
田
の
面
積
を
圧
倒
し
て
い
た
と
は
断
定
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

表
１
は

応
長
一
年

一
三
一
一
の
万
福
寺
に
関
す
る
寺
田
と
寺
畠
に

関
し
て

５
人
の
請
け
人
ご
と
に

耕
作
さ
れ
て

い
た
水
田
と
畠
地
の
面
積
と
損
田
の
面
積
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に

５
人
の
各
請
け

人
共
に

畠
地
面
積
の
合
計
が
２
町
で
あ
る
の
に

対
し
て

水
田
面
積
の
合
計
は
２
町
９
反
で
あ

り

畠
地
の
お
よ
そ
１
・
５
倍
の
水
田
が
営
ま
れ
て
い
た

も
と
よ
り

こ
の
一
例

の
み
を
も

て
下
河
辺
荘
全
体
の
水
田
と
畠
地
の
割
合
を
反
映
し
て
い
る
と
速
断
す

る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が

数
少
な
い
中
世
前
期
の
実
例
を
示
す
関
連
史
料

に
お
い
て

畠
地
の
圧
倒
的
な
存
在
と
耕
作
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
る

　

同
史
料 
に
よ
れ
ば

万
福
寺
の
寺
田
２
町
９
反
の
う
ち

こ
の
年
の
損
田
は
わ
ず

か
に
１
反　

歩
に
過
ぎ
ず

得
田
率
は　

・
５
％
に
達
し
て
お
り

洪
水
の
発
生
し

210

94

な
い
年
度
の
後
背
湿
地
に
お
け
る
水
田
耕
作
が

必
ず
し
も
不
安
定
か
つ
劣
悪
な
も

の
で
は
な
か

た
こ
と
が
判
明
す
る

各
請
け
人
も

二
郎
三
郎
入
道
の
１
町
２
反

余
は
例
外
と
し
て
も

他
の
４
人
も
４
反
か
ら
５
反
程
度
の
あ
る
程
度
ま
と
ま

た

　
10

水
田
の
請
け
作
が
な
さ
れ
て
お
り

後
背
湿
地
に
お
け
る
従
来
の
小
規
模
か
つ
劣

悪
・
不
安
定
な
水
田
耕
作
の
理
解
は

こ
の
史
料
に
お
い
て
も
再
評
価
を
必
要
と
し

よ
う

　

民
俗
の
調
査
に
お
い
て
も

後
背
湿
地
の
水
田
は

各
水
田
の
境
目
に
柳
の
木
を

植
え
た
り
杭
を
建
て
る
ほ
ど

用
水
を
入
れ
た
場
合

境
の
畦
が
水
没
す
る
景
観
を

呈
し
て
い
た
ほ
ど
の
深
田
で
あ

た
と
の
聞
き
取
り
も
な
さ
れ
て
い
る
が

低
湿
地

の
水
田
の
景
観
と

そ
の
生
産
力
が
常
に
低
い
も
の
で
あ
る
と
の
思
い
込
み
は
避
け

ね
ば
な
ら
な
い

　

一
方

畠
地
は

各
請
け
人
共
に
２
反
か
ら
４
反
が
耕
作
さ
れ

夏
分
と
秋
分
の

所
当
銭
が
課
さ
れ
て
お
り

同
史
料
に
は
夏
分
の
金
額
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る

称

名
寺
に
納
入
さ
れ
た
夏
分
の
所
当
銭
は

初
夏
収
穫
の

夏
麦

す
な
わ
ち
小
麦
や

大
麦
の
分
で
あ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う

　

Ⅱ

３　

水
田
と
畠
地
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
作
物
と
品
種

　

金
沢
文
庫
に
は

中
世
前
期
の
元
徳
三
年
一
三
三
一
に

下
河
辺
荘
内
の
水
田

で
耕
作
さ
れ
て
い
た
稲
の
品
種
が
具
体
的
に
記
さ
れ
た

稀
有
の
史
料
で
あ
る

教

智
房
田
畠
注
文

と

関
連
す
る
同
年
の

教
智
房
在
家
注
文

の
両
史 
料
が
残
さ

れ
て
い
る

そ
れ
を
請
け
人
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る

　

教
智
房
は

称
名
寺
領
の
赤
岩
郷
と
想
定
さ
れ
る

上
村
に
１
町
の
耕
地
を
有

し

１
町
の
う
ち

７
反
が
作
で
あ
り

３
反
が
不
作
で
あ

た

特
に
留
意
す
べ

き
は

１
反
の
う
ち

半
分
に
早
稲
を
植
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る

他
の
各
人
も

二
郎
四
郎
は
早
稲

５
升
蒔
き

と
中
稲

１
斗
蒔
き

六
郎
二
郎
も
早
稲

６
升

蒔
き

と
中
稲

１
升
蒔
き

そ
し
て

平
次
太
郎
は
中
稲

７
升
蒔
き

の
み
の

耕
作
で
あ

た

　

こ
の
両
史
料
に
基
づ
け
ば

下
河
辺
荘

赤
岩
郷

の
上
村

教
智
房
と
次
郎
四

　
11

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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作　畠得　田作　田名主・作人

８反大１町１反30歩１町２反120歩二郎三郎入道

３反　　　５反30歩　　５反　30歩覚　　心

３反　　　４反　　４反五郎太郎

４反　　　３反120歩　　３反240歩道　　円

２反　　　４反　　４反孫 三 郎
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郎

と
下
村

六
郎
次
郎
と
平
次
太
郎

に
お

い
て
植
え
ら
れ
て
い
た
稲
の
品
種
は

早
稲
と

中
稲
の
み
で
あ
り

管
見
の
限
り
に
お
い
て

は

収
量
の
多
い
晩
稲
を
欠
い
て
い
た
こ
と
に

な
る

諸
河
川
の
下
流
に
位
置
す
る
荘
内
の
後

背
湿
地
の
水
田
に
お
い
て
は

秋
の
台
風
に
よ

る
洪
水
の
被
害
を
免
れ
る
た
め
に
も

意
図
的

に
多
収
量
の
晩
稲
を
植
え
ず

よ
り
収
穫
の
早

い
早
稲
と
中
稲
の
両
品
種
の
み
が
栽
培
さ
れ
て

い
た
と
理
解
さ
れ
よ
う

　

東
国
は
も
と
よ
り

史
料
の
多
く
残
さ
れ
て

い
る
畿
内
に
お
い
て
も

中
世
前
期
の
鎌
倉
時

代
の
水
田
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
稲
の
種
類
を
量

的
に
把
握
し
う
る
史
料
は
稀
有
で
あ
る

前 
稿

で
論
じ
た
東
大
寺
領
大
和
国
清
澄
荘
で
は

同

じ
鎌
倉
時
代
の
後
期
に
属
す
る
建
治
一
年
一

二
七
五
の

清
澄
荘
検
田
帳

と

清
澄
荘
早

田
毛
見
注
進
状
の
両
史 
料
が
残
さ
れ
て
い
る

両
史
料
に
よ
れ
ば

大
和
川
と
支
流
の
富
雄
川

の
自
然
堤
防
と
後
背
湿
地
に
位
置
す
る
清
澄
荘

で
栽
培
さ
れ
て
い
た
稲
は

お
よ
そ　

％
が
早

20

稲

残
り
の
お
よ
そ　

％
が
晩
稲
で
あ
り

中

80

稲
を
欠
い
て
い
た

同
時
代
の
大
和
国
に
お
い
て
は

よ
り
収
量
の
多
い
晩
稲
が
広

く
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る

　

晩
稲
の
栽
培
を
中
心
と
し
て
い
た
清
澄
荘
の
事
例
は

畿
内
に
お
い
て
も

鎌
倉 　

12

　
13

時
代
に
お
け
る
栽
培
さ
れ
て
い
た
稲
の
品
種
と
そ
の
面
積

割
合

が
判
明
す
る
唯

一
の
事
例
で
あ
る

も
と
よ
り
速
断
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が

同
時
期

の
下
河
辺
荘
内
の
水
田
に
お
い
て
は

収
量
の
多
い
晩
稲
の
栽
培
を
欠
き

早
稲
と

中
稲
の
み
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

東
国
の
低
湿
地
に
お
け
る
水
田
耕
作
の
特

徴
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
よ
う

　

た
だ
し

江
戸
時
代
に

二
郷
半
領
の
早
場
米

地
帯
と
し
て
江
戸
に
聞
こ
え
た

こ
の
地
域
で
あ
る
が

当
時
は

必
ず
し
も
早
稲
が
抜
き
ん
出
て
広
く
栽
培
さ
れ
て

い
た
訳
で
は
な
く

早
稲
よ
り
も
収
量
の
多
い
中
稲
の
方
が
や
や
広
く
栽
培
さ
れ
て

い
た
点
に
は
十
分
な
留
意
が
必
要
で
あ
る
ち
な
み
に
こ
の
年
の
得
田
率
は
約　

％
63

で
あ

た

　

先
に
述
べ
た
嘉
暦
一
年
一
三
二
六
の

新
方
検
見
帳

に
記
さ
れ
た
十
丁
免
の

得
田
率　

％
と

お
ま
の
得
田
率　

％
と
比
較
し
た
場
合

や
や
高
め
の
得
田
率
で

56

57

あ
る

洪
水
の
発
生
し
な
い
平
年
に
お
い
て

下
河
辺
荘
内
の
後
背
湿
地
に
拓
か
れ

た
水
田
の
得
田
率
は

お
よ
そ　

％
前
後
で
あ

た
と
想
定
で
き
よ
う
か

60

　

当
時
の
諸
状
況
を
勘
案
し
た
場
合

こ
の
得
田
率
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な

く

洪
水
を
は
じ
め
と
す
る
被
害
が
起
き
な
い
平
年
に
は

こ
れ
ま
で
一
般
的
に
理

解
さ
れ
て
き
た
後
背
湿
地
に
お
け
る
劣
悪
な
水
田
耕
作
と
異
な
る

比
較
的
安
定
的

な
収
量
を
上
げ
う
る
稲
作
が
営
ま
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う

　

な
お

畠
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
作
物
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
が

荘
内
の
畠
や

屋
敷
畠
に
お
い
て

麦
を
は
じ
め
と
し
て

主
に
芋

里
芋

や
豆
類
が
栽
培
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

ち
な
み
に

同
地
域
に
お
け
る
近
世
初
期
の
状
況
を

関
連
史
料
に
基
づ
い
て

参
考
ま
で
に
以
下
に
述
べ
て
お
き
た
い

称
名
寺
領
の
耕
地
が
主
に
所
在
し
て
い
た

荘
内
の
赤
岩
郷
の
西
域
は

寛
永
二
年
一
六
二
五
か
ら
同
六
年
の
間
に
上
赤
岩
村

と
下
赤
岩
村
に
分
村
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

分
村
直
前
の
赤
岩
村
に
つ
い
て

82

10月12日現在の早稲・中稲の作付け状況得　田作　田名主・作人

早稲が１反の内、半分ほどで、苅りて候７反１町教 智 房

早稲が５升播きばかり、苅りて候
中稲が１斗播きばかり候３反半　　５反二郎四郎

早稲が６升播き（ばかり）、苅りて候
中稲が１升播きばかり候５反160歩　　７反40歩六郎次郎

中稲が７升ばかり候、未だ苅らず候５反　　１反30歩平次太郎

表２　赤岩郷内・教智房の在家の作付け状況

Title:Tp077-096_伊藤寿和.ec8 Page:82  Date: 2008/03/03 Mon 10:43:13 



は

寛
永
二
年
の

赤
岩
村
年
貢
割
付 
状

が
残
さ
れ
て
お
り

近
世
初
期
の
耕
地

の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

同
割
付
状
に
よ
れ
ば

新
た
に
拓
か
れ
た
新
田
を

除
け
ば

赤
岩
村
に
拓
か
れ
て
い
た
近
世
初
期
の
本
田
は
７
町
９
反
余
で
あ
り

そ

の
す
べ
て
が
上
田
に
位
付
け
さ
れ
て
お
り

中
田
や
下
田
は
ま

た
く
記
載
さ
れ
て

い
な
い

後
背
湿
地
に
拓
か
れ
て
い
た
当
該
地
域
の
中
世
の
水
田
が

常
に
洪
水
に

襲
わ
れ
て
い
た
劣
悪
な
水
田

下
田
や
下
々
田

で
あ
る
と
の
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ

て
き
た
一
般
的
な
理
解
は

こ
こ
で
も
ま
た
再
検
討
を
要
し
よ
う

　

他
方
畑
は
上
畑
が　

町
４
反
余
中
畑
が　

町
余
下
畑
が　

町
８
反
余
下
々

14

11

30

畑
が
２
町
４
反
余
で
あ
り

畑
地
の
お
よ
そ
半
分
に
当
た
る　

・
５
％
を
生
産
力
の

52

低
い
下
畑
が
占
め
て
い
る

確
か
に

古
利
根
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
の
上
に
広

い
畑
地
が
拓
か
れ
て
い
る
が

同
地
の
自
然
堤
防
は

砂
質
の
成
分
を
多
く
含
ん
で

お
り

粘
り
気
の
少
な
い
さ
ら
さ
ら
し
た
畑
地
で
あ
る

土
の
成
分
を
多
く
含
ん
で

粘
り
気
の
あ
る
一
般
的
な
耕
土
と
し
て
の
畑
地
で
は
な
く

古
利
根
川
が
運
ん
で
き

た
砂
を
多
く
含
ん
だ

水
分
を
含
ん
で

い
な
い
砂
質
の
畑
地
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る

す
な
わ
ち

こ
の
地
域
に
形
成

さ
れ
た
自
然
堤
防
上
の
畠
地
の
大
半

は

き
わ
め
て
な
だ
ら
か
な
河
畔
砂
丘

と
理
解
す
る
方
が
良
く

降
雨
の
少
な

い
年
に
は
た
ち
ま
ち
旱
損
の
被
害
が
発

生
す
る
畠
地
で
あ
る
と
の
理
解
が
必
要

で
あ
る

写
真
１

　

す
な
わ
ち

赤
岩
郷
を
代
表
例
と
す

る
下
河
辺
荘
内
に
形
成
さ
れ
た

自
然

堤
防
上
の
広
範
な
畠
地
と
後
背
湿
地
に

　
14

拓
か
れ
た
水
田
か
ら
成
り
立
つ
耕
地
は

降
雨
の
多
い
年
に
は
畠
地
の
生
産
に
恵
ま

れ

水
田
は
多
く
の
水
損
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
ろ
う

一
方

降
雨
の
少
な
い
年

に
は
畠
地
で
旱
損
が
発
生
し

水
田
は
安
定
し
た
生
産
に
恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う

　

筆
者
に
と

て
馴
染
み
深
い
畿
内
の
自
然
堤
防
は

幅
が
数
十
ｍ
程
度
と
狭
く

中
世
後
期
に
天
井
川
と
な
り

周
囲
の
耕
地
に
比
べ
て
高
さ
を
有
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
が

下
河
辺
荘
内
に
発
達
し
た
自
然
堤
防
は

図
２
と
し
て
示
し
た
よ
う
に

称
名
寺
領
の
赤
岩
郷
の
位
置
す
る
古
利
根
川
の
左
岸
に
お
い
て

形
成
さ
れ
た
自
然

堤
防
の
幅
は　

　
ｍ
か
ら　
ｍ
も

と
も
広
い
と
こ
ろ
で
は　
ｍ
或
い
は
そ

200

300

400

500

れ
以
上
の
幅
を
有
し
て
お
り

後
背
湿
地
の
水
田
と
の
比
高
は
わ
ず
か
に
１

２
ｍ

に
す
ぎ
な
い

こ
の
よ
う
な

畿
内
と
は
ま

た
く
異
な
る

関
東
平
野
の
自
然
堤

防
と
後
背
湿
地
の
実
態
に
基
づ
い
た
関
連
史
料
の
再
解
釈
と
理
解
が
さ
ら
に
必
要
で

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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写真１　自然堤防上の畠

図２　松伏町の自然堤防
（『松伏町史』民俗編より引用）

（赤岩の地名を加筆）

赤岩
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あ
る
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る

　

Ⅱ

４　

後
背
湿
地
に
お
け
る

堀
上
田
・
島
畠

と

摘
田

の
存
在

　

古
利
根
川
や
元
荒
川
を
は
じ
め
と
す
る
諸
河
川
に
よ
る
洪
水
が
多
発
し

小
規
模

か
つ
生
産
力
の
低
い
水
田
稲
作
が
営
ま
れ
て
き
た
と
想
定
さ
れ
て
き
た
後
背
湿
地
の

水
田
が

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

原
田
氏
は

部
分
的
に
堀
上
田
や 
摘  
田 
と
し
て

つ
み 
た

利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る

　

ま
ず

氏
が
そ
の
存
在
を
想
定
さ
れ
て
い
る
摘
田
に
関
し
て
は

大
宮
台
地
を
中

心
と
す
る
谷
津

谷
戸

田
の
地
域
に
お
い
て

戦
後
の
昭
和　

年
代
頃
ま
で

田

30

植
え
を
お
こ
な
わ
な
い

直
播
の
摘
田
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る

け
れ
ど
も

当
該
地
域
の
関
連
史
料
は
も
と
よ
り

関
東
地
方
の
関
連
史
料
を

博
捜
し
て
も

中
世
に
摘
田

蒔
田

が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
明
記
す
る
史
料
は

管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
残
さ
れ
て
い
な
い

む
し
ろ

中
世
の
谷
津

谷
戸

田

に
お
け
る
摘
田
の
存
在
を
強
く
主
張
さ
れ
る
高
島
緑
雄
の
著 
書
に
収
録
さ
れ
た
諸
論

文
に
お
い
て
も

史
料
的
に
は

氏
が
示
さ
れ
て
い
る
寛
永
二
十
一
年
一
六
四
四

の
武
蔵
国
橘
樹
郡
生
麦
村
の

田
畠
名
寄
帳

が
最
古
で
あ
る

　

民
俗
学
の
立
場
か
ら

小
川
直
之
氏
が
そ
の
著 
書
の
中
で
日
本
全
国
に
お
け
る
摘

田
の
存
在
を
検
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

摘
田
は

本
来
的
に
は
畠
作
地
域
に
お
け

る
労
働
力
の
集
中
を
避
け
る
た
め
に
と
ら
れ
た
農
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
そ
の
摘
田
稲
作
の
成
立
は
高
島
氏
が
自
ら
示
し
た
諸
史
料
が
示
す
よ
う
に

近
世
前
期
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る

少
な
く

と
も

下
河
辺
荘
内
の
谷
津

戸

田
や
後
背
湿
地
に
拓
か
れ
た
中
世
の
水
田
に
お

い
て

摘
田
稲
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
存
在
し
て
い
な
い

　

摘
田
は

苗
代
を
作
ら
ず

堆
肥
や
人
糞
な
ど
と
混
ぜ
て
直
播
を
な
す
た
め
に

一
見

原
始
的
な
農
法
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が

そ
の
主
眼
は
あ
く
ま

　
15

　
16

で
も
畠
作
地
域
に
お
け
る
労
働
力
の
集
中
を
避
け
る
た
め
の
農
法
で
あ
り

見
た
目

の
原
始
的
な
耕
作
風
景
と
は
異
な
り

そ
の
成
立
は
上
記
の
よ
う
に

目
下
は

中

世
ま
で
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
よ
う

　

一
方

堀
上
田
に
関
し
て
は

す
で
に
原
田
氏
が
そ
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に

元
亨
四
年
一
三
二
四
の

下
河
辺
庄
公
事
注
文 
案

の
中
に

一
ノ
ツ

ボ
ノ
堀
田　

一
反

と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

そ
の
存
在
は
確
実
で
あ
る

ま

た

応
安
二
年
一
三
六
九
の

足
立
郡
大
窪
郷
地
頭
方
三
分
一
方
田
畠
注 
文

に

よ
れ
ば

荒
川
流
域
に
位
置
す
る
足
立
郡
大
窪
郷
の

し
ら
く
ハ

地
区

さ
い
た

ま
市
浦
和
区
の
白
鍬

に
お
い
て

２
町
も
の
面
積
を
有
す
る
堀
上
田
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
も

原
田
氏
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
の
他
に
も

２
反
と
１
町

１
反
の

合
計
３
筆
の
堀
上
田
が
大
窪
郷
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

た
だ
し

次
の
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る

下
河
辺
荘
に
は
荘
内
に
存
在
し
て

い
た
水
田
に
関
す
る
多
く
の
関
連
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が

堀
上
田
の
存
在
が
記

さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
史
料
の
み
で
あ
る

　

低
湿
な
後
背
湿
地
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
た
荘
内
の
水
田
の
一
部
が

土
砂
や

泥
・
藻
な
ど
を
掻
き
揚
げ
て
造
成
さ
れ
た
堀
上
田
で
あ

た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ

れ
る

　

ま
た

堀
上
田
の
間
に
は
堀
が
巡
ら
さ
れ
て
お
り

近
世
以
後
に
お
い
て
は

堀

上
田
に
基
づ
く
新
田
開
発
が
こ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
進
め
ら
れ

近
年
ま
で
広
範

な
堀
上
田
の
景
観
が
展
開
し
て
お
り
図
３

収
穫
期
な
ど
に
お
い
て
長
さ
２
間
前

後
の
田
船
が
戦
後
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
写
真
２

そ
の
田
船
に
も
綱
で
引

張
る

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ネ

と

棒
を
用
い
て
押
し
て
い
く

ソ
リ

プ
ネ

の
二

種
類
が
存
在
し
た

　

さ
ら
に

水
田
の
一
部
に
は

堀
の
土
砂
を
盛
り
上
げ
た

ブ

ツ
ケ
バ
タ
ケ

が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る

こ
れ
は
一
種
の
島
畠
で
あ
る

　
17

　
18
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が

中
世
の
史
料
で
は
そ
の
存
在
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

　

な
お

従
来
の
研
究
で
は
着
目
さ

れ
て
い
な
い
が

こ
れ
ら
田
船
を
使

用
す
る
よ
う
な
極
め
て
低
湿
な
堀
上

田
の
地
域
に
お
い
て

中
世
に
お
い

て
は

鍬
先
に
貴
重
な
鉄
を
使
用
し

た

黒
鍬

で
は
な
く

鍬
先
に
鉄

を
使
用
し
な
い

白
木
の
鍬
で
あ
る

白
鍬

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

も

視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
る

上
記
の
足
立
郡
大
窪
郷
に
お
い
て

荒
川
の
後
背
湿
地
に
お
い

て
最
大
の
２
町
も
の
堀
上
田
が
営
ま
れ
て
い
た
地
域
の
名
が
し
ら
く
ハ

す
な
わ

ち

白
鍬

で
あ
る
こ
と
も

地
名
の
由
来
を
物
語

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う

　

Ⅱ

５　

堤
防
と
山
野
の
産
物

　

称
名
寺
領
の
赤
岩
郷
で
は

西
側
に

古
利
根
川
が

東
側
に
は
庄
内
古
川
が

流
れ

両
河
川
の
長
い
流
路
に
沿

て

堤
防
が
連
な

て
い
る

そ
の
堤
防
の

上
に
は

現
在
も
ス
ス
キ
や
葦
な
ど
多

様
な
草
花
が
繁
茂
し
て
い
る

写
真

３

ま
た

山
地
に
位
置
し
て
い
な

い
こ
の
地
域
で
は

屋
敷
林
を
は
じ

め

平
地
林
が

山

と
呼
ば
れ
て
い

る
　

称
名
寺
は

主
要
な
農
地
で
あ
る
後

背
湿
地
に
拓
か
れ
た
水
田
や
自
然
堤
防

の
上
に
拓
か
れ
た
畠
の
他
に

こ
れ
ら
河
川
の
堤
防
や
平
地
の
山
野
か
ら
得
ら
れ
る

葦
な
ど
様
々
な
も
の
を

公
事
と
し
て
課
し
て
い
た

正
中
一
年
一
三
二
四
の

下
河
辺
荘
公
事
注
文
案

に
よ
れ
ば

葦
間
伏
銭
や
刈
草
用
途
を
は
じ
め
と
し
て

実
に
多
様
な
品
々
が
公
事
と
し
て
課
さ
れ
て
い
た

鎌
倉
時
代
末
の
こ
の
時
点
に
お

い
て
は

す
で
に
現
物
納
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず

公
事
銭
と
し
て
代
銭
納
さ
れ
て
い

る

け
れ
ど
も

本
来
的
に
は

現
物
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う

　

ま
ず
水
田
に
関
す
る
公
事
と
し
て
は
籾
３
斗
と
節
料
の
早
米
３
升
の
代
銭
や

餅
代
白
米
１
升
な
ど
が
課
さ
れ
て
お
り

粳
米
と
共
に
も
ち
米
が
栽
培
さ
れ
て
い
た

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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図３　幸手市の堀上田（大正10年、現在は消失）
（『幸手の民家』幸手市史調査報告書より引用）

写真２　田船
（『春日部市史・民俗編』より引用）

写真３　古利根川（左手）と中川（右手）の合流点
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こ
と
が
確
認
で
き
る

ま
た

藁
か
ら
編
ま
れ
る
差
縄
代
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と

は

藁
の
利
用
状
況
の
一
端
が
判
明
す
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る

　

次
に

畠
地
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は

麦
地

代

と
綿　

枚
・
藍
釜
代
・
茜

30

代
が
あ
る

麦
は
小
麦
と
大
麦
で
あ
る
が

栽
培
さ
れ
て
い
た
割
合
な
ど
は
判
明
し

な
い　

枚
の
綿
は

木
綿
の
綿
で
は
な
く

絹
綿

真
綿

で
あ
る
と
考
え
ら
れ

30

る

古
利
根
川
や
庄
内
古
川
を
は
じ
め
と
す
る
諸
河
川
の
堤
外
地
は

一
見

価
値

の
低
い
荒
地
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が

諸
河
川
の
氾
濫
に
よ

て

肥
沃
な
土
砂
が
供
給
さ
れ
る
農
地
の
一
面
も
有
し
て
い
る
点
に
は
十
分
な
留
意
が
必

要
で
あ
る

当
該
の
絹
綿
を
生
産
す
る
桑
の
木
を
植
え
る
地
と
し
て

砂
地
で
水
は

け
が
良
く

肥
沃
な
堤
外
地
は
む
し
ろ
適
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る

藍
釜
代
と
茜

代
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

畠
地
に
お
い
て

染
料
で
あ
る
藍
と
茜
の
栽
培
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う

　

御
殿
油
代
は

畠
地
で
栽
培
さ
れ
る
胡
麻
も
し
く
は
荏
胡
麻
の
油
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
が

そ
の
い
ず
れ
で
あ

た
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い

　

さ
ら
に

堤
外
地
や
水
田
の
用
水
路
沿
い
の
地
に
課
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て

は

葦
間
伏
銭
・
刈
草
用
途
・
畳
用
途
・
塀
葦
代
・
冬
草
代
が
あ
る

と
く
に

堤

外
に
生
え
る
葦
や
萱

荻

な
ど
は

毎
年
刈
り
取
る
こ
と
に
よ

て
人
々
の
手
が

入
り

質
の
良
い
葦
や
萱

荻

が
再
生
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

葦
や
萱

荻

は

近
年
ま
で

屋
根
を
葺
く
貴
重
な
主
材
料
で
あ

た

刈
草
用
途
と
冬
草

代
は

本
来
的
に
は

飼
育
し
て
い
る
牛
馬
の
餌
と
し
て
の
草
の
刈
り
取
り
・
納
入

で
あ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う

　

こ
の
他
に

公
事
銭
と
し
て

漆
代
・
炭
代
と

薬

代

が
課
さ
れ
て
い
る

漆
代
は
平
地
林
の
中
に
漆
の
木
が
植
え
ら
れ
て
漆
が
採
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し

炭
代
は
山
と
呼
ば
れ
る
平
地
林
が
貴
重
な
燃
料
の
供
給
地
で
あ

た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る

薬

代

に
関
し
て
は

戦
国
期
の
も
の
と
想
定
さ
れ
る
年
欠
の

北
条
氏
政
書
状 
写

に
お
い
て

同
じ
く
下
河
辺
荘
に
属
す
る
関
宿
領
に
対
し
て

止
血
剤
や
利
尿
剤
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
 
蒲  
黄 

す
な
わ
ち 
蒲 
の
花
粉

ほ 
お
う 

が
ま

を
 
糒 

干
し
飯

の
袋
に
２

３
袋
進
上
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る

無

ほ
し
い
い

論

同
じ

蒲
黄

と
は
速
断
で
き
な
い
が

山
野
か
ら
採
集
さ
れ
る
和
漢
薬
の
原

材
料
で
あ

た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

　

上
記
の
鎌
倉
時
代
末
の
公
事
銭
の
事
例
か
ら
多
少
時
期
的
に
は
下
る
が

貞
和
四

年
一
三
四
八
の

赤
岩
外
河
年
貢
注
進 
状

に
よ
れ
ば

上
記
の
品
々
の
他
に
も

糠
・
藁

４
把
・
薦
が
年
貢
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

と
く

に

糠
と
薦
に
関
し
て
は

糠

上
村
３

下
村
４

単
位
の
表
記
を
欠
い
て
い
る

が

俵

か
？

薦
も
上
村　

枚

下
村　

枚
と

村
ご
と
に
細
か
く
指
定
さ
れ
て

76

35

お
り

薦
は
莚
に
編
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

　

年
貢
と
し
て
は
田
畠
か
ら
収
穫
・
納
入
さ
れ
る
米
と
麦
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
多

言
を
要
さ
な
い
が

堤
外
地
や
平
地
の
山
野
か
ら
生
産
・
採
集
さ
れ
る
様
々
な
品
々

も

荘
園
領
主
で
あ
る
称
名
寺
の
一
年
間
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る

　

な
お

古
利
根
川
に
沿
う
低
湿
地
の
赤
岩
郷
の
事
例
で
は
な
い
が

同
じ
下
河
辺

荘
内
の
北
部
に
位
置
し

称
名
寺
の
有
力
末
寺
で
あ

た
戒
光
寺

現
在
は
廃
寺

が
延
文
一
年
一
三
五
六
に
所
有
し
て
い
た
具
体
的
な
農
具
の
種
類
と
数
が
判
明
す

 
る

そ
れ
に
よ
れ
ば

当
時

戒
光
寺
が
所
有
し
て
い
た
農
具
は

大
鍬
１
条

破

損
・
鍬
２
口
・
鎌
２
口
・
馬 
扼 
１
条
・ 
鉞 
１
条
で
あ
り

馬
１
匹
の
飼
育
が
判
明

く
び
き 

ま
さ
か
り

す
る

貴
重
な
事
例
で
あ
る

そ
の
他
に
も

立
臼
２
・
摺
臼
１
・
茶
臼
１
を
所
有

し
て
い
た

　

茶
臼
に
関
連
し
て
述
べ
れ
ば

赤
岩
郷
か
ら
は

称
名
寺
に
毎
年　

斤

約
６
㎏

600

の
茶
を
納
入
し
て
い
た

乾
燥
し
た
茶
葉
６
㎏
を
生
産
す
る
た
め
に
は

そ
れ
に
数

十
倍
す
る
生
の
茶
葉
の
栽
培
・
生
産
が
必
要
で
あ
る

今
日
の
よ
う
に

１
筆
の
畠
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全
体
に
茶
の
木
が
植
え
ら
れ

い
わ
ゆ
る
茶
畠
の
景
観
が
形
成
さ
れ
る
の
は
そ
う
古

い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

一
般
的
に
は

農
地
の
畦
や
屋
敷
地
の
周
囲
に
列

状
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る

赤
岩
郷
に
お
け
る
茶
の
栽
培
に
関
し

て
は

か
つ
て
は
下
赤
岩
に
お
い
て
栽
培
が
盛
ん
で
あ

た
が

近
世
以
後
の
関
連

史
料
も
検
討
し
て

よ
り
詳
細
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う

　

Ⅱ

６　

河
川
と
水
田
・
用
水
路
の
生
産
物

　

古
利
根
川
な
ど
の
諸
河
川
に
囲
ま
れ
て
い
た
下
河
辺
荘
に
お
い
て

諸
河
川
や
用

水
路

さ
ら
に
は
低
湿
な
水
田
の
内
部
に
お
い
て

多
く
の
淡
水
の
魚
介
類
や
鳥
類

が
捕
獲
・
採
集
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
が

史
料
の
上
で
は
一
切
確
認
で

き
な
い

　

近
年
ま
で

荘
内
の
諸
地
域
に
お
い
て

利
根
川
の
鮭
や

古
利
根
川
な
ど
の

鰻
・
鯉
・
鮒
・
鯰
・
ド
ジ

ウ
な
ど
の
淡
水
魚
を
は
じ
め
と
し
て

タ
ニ
シ
や
シ
ジ

ミ
な
ど
の
貝
類

エ
ビ
類

さ
ら
に
は

鴨
や
雀
な
ど
の
鳥
類
が
捕
獲
・
採
集
さ
れ

年
間
を
通
じ
て
食
さ
れ
て
い
た

な
お

参
考
ま
で
に
記
し
て
お
け
ば

昭
和
三
年

頃
の
東
京
市
の
淡
水
魚
の
年
間
消
費
高
は
お
よ
そ　

万
貫
で
あ
り

そ
の
う
ち　

70
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万
貫
が
ド
ジ

ウ
で

そ
の
半
分
が
埼
玉
県
よ
り
捕
獲
・
供
給
さ
れ

下
河
辺
荘
南

部
に
位
置
す
る
二
合
半
領
の

二
合
半
ど
じ

う

が

よ
く
肥
え
て
骨
が
柔
ら
か

い
と
の
評
判
を
受
け
て
い
た

　

鯉
は
洗
い
や
煮
も
の
に

鮒
は
甘
露
煮
や
ナ
マ
ス
に

鯰
は
タ
タ
キ
や
天
ぷ
ら
に

し
て
食
さ
れ
て
い
た

こ
れ
ら
淡
水
の
魚
介
類
は

日
常
の
貴
重
な
動
物
性
の
蛋
白

源
で
あ
る
の
み
な
ら
ず

お
正
月
の
ハ
レ
の
魚

正
月
魚

と
し
て
食
さ
れ
て
き
た

ま
た

正
月
十
日
前
後
に
関
東
の
各
地
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
予
祝
行
事
で
あ
る

オ
ビ
シ

お
歩
射
な
ど

多
様
な
呼
び
方
・
表
記
が
な
さ
れ
る

に
お
い
て
も

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
神
饌
と
し
て

尾
頭
付
き
の
大
き
な
鮒
が
出
さ
れ

神
前
に

お
い
て
共
同
飲
食
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も

十
分
な
留
意
が
必
要
で
あ
る

　

こ
れ
ら

低
湿
地
に
拓
か
れ
た
水
田
周
辺
で
展
開
さ
れ
た
淡
水
漁
業
に
関
し
て

は

す
で
に
原
田
氏
が
そ
の
多
様
性
と
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

ま
た

山
本

隆
志 
氏
が
従
来
評
価
の
低
か

た
低
湿
地
に
拓
か
れ
た
水
田
と
農
法
に
対
し
て
再
評

価
を
加
え

鈴
木 
氏
は
同
じ
く
低
湿
地
に
拓
か
れ
て
年
貢
の
賦
課
か
ら
逃
れ
て
い
た

ほ
ま
ち
田

植
田
で
は
な
く

直
播
と
想
定
さ
れ
て
い
る

に
関
す
る
論
考
を
発

表
さ
れ
て
お
り

さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る

Ⅲ　

万
福
寺

満
福
寺

に
関
す
る
諸
問
題

　

古
利
根
川
を
は
じ
め

元
荒
川
や
庄
内
古
川
・
太
日
川
な
ど
の
諸
河
川
が
荘
内
を

流
れ
て
い
た
下
河
辺
荘
に
お
い
て
は

多
発
す
る
水
損
を
防
ぐ
た
め
に
も
堤
防
の
築

堤
が
必
要
で
あ
り

史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
も

鎌
倉
時
代
よ
り
そ

の
築
堤
が
確
認
で
き
る

　

す
で
に

諸
氏
に
よ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

鎌
倉
時
代
中
期
の
建
長
五

年
一
二
五
三
に

鎌
倉
幕
府
は

下
河
辺
荘
堤

の
築
堤
を
命
じ

清
久
保
行
・

鎌
田
西
仏
・
対
馬
仲
康
・
宗　

為
泰
ら
を
奉
行
人
に
定
め
て
い
る

ま
た

嘉
元
三

年
一
三
〇
五
と
推
定
さ
れ
て
い
る
史 
料
に
は

称
名
寺
領
の
赤
岩
郷
に
お
い
て

赤
岩
樋

の
設
置
あ
る
い
は
改
修
の
件
に
つ
き

同
じ
く

堤
奉
行
人

に
付
し
た

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
一
連
の
史
料
に
よ
り

諸
河
川
が
流
れ
る
こ
の

地
域
を
開
発
す
る
た
め
に

鎌
倉
幕
府
に
よ

て
堤
防
を
築
堤
す
る
複
数
の
堤
奉
行

人
が
任
命
さ
れ

人
工
堤
防
の
築
堤
と
そ
れ
に
伴
う
用
水
樋
も
彼
ら
に
よ

て
設
置

お
よ
び
管
理
と
補
修
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る

　

上
記
の
築
堤
と
赤
岩
樋
の
事
例
の
他
に

下
河
辺
荘
内
で
築
か
れ
た
堤
防
と
し
て

著
名
な
も
の
に

鎌
倉
時
代
末
の
元
徳
二
年
一
三
三
〇
以
前
と
想
定
さ
れ
て
い
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る

築
堤
人
夫
と
築
堤
銭
の
納
入
お
よ
び
還
付
を
申
請
し
た

称
名
寺
領
の
百
姓
に

よ
る

万
福
寺
百
姓
等
申 
状

が
あ
る

す
で
に

鈴
木
氏
と
加
藤
氏
が
詳
細
な
検

討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が

万
福
寺

満
福
寺

の
比
定
地
も

鈴
木
氏
は
下
記
で

論
じ
る
春
日
部
市
赤
沼
の
万
福
寺
に
比
定
さ
れ

加
藤
氏
は
原
田
氏
の
想
定
を
引
い

て
幸
手
市
天
神
島
の
満
福
寺
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る

け
れ
ど
も

両
氏

の
現
地
比
定
は
未
だ
確
定
的
な
も
の
と
は
言
え
ず

申
状
と
関
連
す
る
史
料
に
も

異
な
る
理
解
が
な
お
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

史
料
２　

年　

欠

元
徳
二
年
以
前　

万
福
寺
百
姓
等
申
状

金
沢
文
庫
文
書

　
　

ま
ん
ふ
く
し
ひ

く
し
や
う
ら

か
し
こ
ま
り
て
申
候

は
や
く
御
あ
は
れ
ミ
の
御
せ
い
は
い
を
ま
か
り
か
ふ
ら
ん
と
思

に
い
か
た

の
つ
つ
み
用
途

　
　
　

捌
貫
文
入
候
な
け
き
の
事

件
つ
つ
ミ
た
ひ
た
ひ
申
候
と
い
へ
と
も
御
あ
は
れ
み
の
仰
を
か
ふ
ら
す
候

百
し
や
う
ら
こ
た
え
か
た
き
な
け
き
に
存
候

す
て
に
日
数
廿
五
日
ニ
つ
き

候

手
足
の
分
食
料
お
き
候

ま
つ
入
候
用
途
八
貫
文
に
て
候

こ
と
し
の
け

か
つ
ニ
い
の
ち
を
た
す
か
り

た
ね
を
り
せ
ん
す
つ
こ
ニ
と
り
候
て

田
畠
あ

ら
し
候
は
し
と
存
候
て

か
う
さ
く
つ
か
ま
つ
り
候
と
こ
ろ
ニ

こ
の
つ
つ
ミ

あ
た
り
候
ひ
や
く
し
よ
う
ら

妻
子
の
わ
か
れ
を
し
候

な
け
き
そ
の
か
く
れ

な
く
候

又
し
や
う
な
い
の
き
ん
す
御
た
い
く
わ
ん
き
う
き
う
ふ
ん
ハ

な
つ

は
く
の
所
当
を
つ
つ
ミ
に
む
け
ら
れ

宮
地
の
夏
み
そ
け
御
ま
つ
り
を
と
と

め

つ
つ
ミ
に
よ
せ
ら
れ
事
候

庄
内
の
事
御
た
つ
ね
候
は
ん
ニ

其
か
く
れ

な
く
候　
　

後　

略　

　

こ
の
申
状
を
理
解
す
る
場
合

も

と
も
重
要
で
あ
る
の
は

下
河
辺
荘
内
に
位

　
25

置
す
る

に
い
か
た
の
つ
つ
ミ

築
堤
の
人
夫
役
を
課
さ
れ
た
百
姓
ら
が
属
し
た

称
名
寺
の
末
寺
と
想
定
さ
れ
る

ま
ん
ふ
く
し

が

万
福
寺

で
あ
る
の
か

或
い
は

満
福
寺

で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

こ
の
点
は

す

で
に
鈴
木
氏
が
注
意
を
喚
起
さ
れ

別
に
残
さ
れ
て
い
る

進
上　

了
心
御
坊
申
せ

候　

万
福
寺
行
仙
上

の
懸
紙
が

百
姓
等
申
状
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と

判
断
さ
れ
て
い
る

上
記
の
申
状
が
万
福
寺
の
行
仙
に
よ

て

寺
領
の
代
官
と
推

定
さ
れ
る
了
心
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る

　

確
か
に

鈴
木
氏
が
上
記
の
申
状
に
記
さ
れ
た

ま
ん
ふ
く
し

を

万
福
寺

と
判
断
さ
れ
た
よ
う
に

金
沢
文
庫
に
残
さ
れ
た
称
名
寺
の
下
河
辺
荘
の
関
連
文
書

で
は

多
く
は
万
福
寺
と
記
さ
れ
て
い
る

け
れ
ど
も

同
じ
く

年
欠
の

某
書

 
状

で
は

満
福
寺
堤
道
事

無
指
事
候
由

と
記
さ
れ
て
お
り

時
に
は

満
福

寺

と
記
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う

同
様
に

下
河
辺
荘
内
の
北
部
に
位
置

し

多
く
の
学
僧
が
居
住
し
て
称
名
寺
と
密
接
な
人
脈
を
築
い
て
い
た
律
宗
の

戒

光
寺

も

戒
広
寺

と
の
表
記
が
な
さ
れ
た
文 
書
も
残
さ
れ
て
い
る

し
た
が

て

百
姓
申
状
に
記
さ
れ
た

ま
ん
ふ
く
し

の
表
記
も

万
福
寺

と

満
福

寺

の
両
者
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て

再
検
討
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

　

管
見
の
範
囲
に
お
い
て
は

か
つ
て
の
下
河
辺
荘
内
に
存
在
し
て
い
た
万
福
寺
と

満
福
寺
は

下
記
に
お
い
て
検
討
を
加
え
る
７
か
寺
で
あ
る

す
で
に

こ
の
う
ち

の
６
か
寺
に
関
し
て
は
鈴
木
氏
が
そ
の
存
在
を
指
摘
さ
れ

概
要
を
検
討
さ
れ
て

最
終
的
に
は
図
４
と
し
て
示
さ
れ
た
現
在
の
春
日
部
市
赤
沼
の
万
福
寺
に
比
定
さ
れ

て
い
る

　

以
下
に
お
い
て
逐
一
再
検
討
を
加
え
る
よ
う
に

ま
ず

原
田
氏
と
加
藤
氏
が
比

定
さ
れ
た
幸
手
市
天
神
島
の
満
福
寺
は

幸
手
・
一
色
氏
に
よ

て
中
世
後
期
に
天

神
社
の
別
当
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

称
名
寺
の
諸
史
料
に
記
さ
れ
た

　
26

　
27
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鎌
倉
時
代
後
期
に
存
在
し
て
い
た
万
福
寺

満
福
寺

に
比
定
し
う
る
可
能
性
は
低

い
と
判
断
さ
れ
る

　

つ
い
で

鈴
木
氏
が
比
定
さ
れ
た
赤
沼
の
万
福
寺
に
関
し
て
は

上
記
の
百
姓
申

状
に
は

こ
の
つ
つ
ミ
あ
た
り
候
ひ
や
く
し
や
う
ら

妻
子
の
わ
か
れ
を
し
候

な

け
き
そ
の
か
く
れ
な
く
候

と
記
さ
れ
て
い
る

こ
の
一
文
を
素
直
に
読
む
限
り

に
お
い
て
は
下
河
辺
荘
内
の
新
方
堤
の
築
堤
に
駆
り
出
さ
れ
た
万
福
寺
満
福
寺

の
百
姓
た
ち
の
居
住
地
は

妻
子
と
の
別
れ
を
嘆
き
悲
し
む
ほ
ど
の
距
離
を
有
し
て

お
り

日
帰
り
に
て
通
え
る
距
離
で
は
な
か

た
と
考
え
ら
れ
よ
う

鈴
木
氏
が
作

成
さ
れ
た
地
図
を
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

氏
が
比
定
さ
れ
た
赤
沼
の
万
福
寺
の
位

置
を
確
認
す
る
と

古
利
根
川
を
挟
ん
で

築
堤
を
命
じ
ら
れ
た
新
方
と
は
指
呼
の

距
離
に
あ
る

赤
沼
か
ら
も

と
も
遠
い
新
方
の
南
端
ま
で
の
距
離
も
２
里
ほ
ど
で

あ
り

徒
歩
に
よ

て
も
十
分
通
え
る
距
離
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
よ
う

　

し
た
が

て

以
下
に
お
い
て

各

万
福
寺

満
福
寺

の
創
建
年
代
と
開

山
・
開
基
や

現
状
な
ど
を
再
確
認
し
た
上
で

称
名
寺
が
別
当
職
を
有
し
て
い
た

と
想
定
さ
れ
る

末
寺
の
万
福
寺

満
福
寺

の
比
定
地
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
と

考
え
る

　

Ⅲ

１　

幸
手
市
旧
幸
手
宿
の
満
福
寺

　

日
光
街
道

奥
州
街
道

の
旧
幸
手

宿
に
は

現
在
も

幸
手
一
色
氏
の
開

基
と
伝
え
る
新
義
真
言
宗
の
荏
柄
山
・

満
福
寺
が
現
存
し
て
い
る

如
意
輪
観

音
を
本
尊
と
す
る
満
福
寺

写
真
４

は

幸
手
観
音
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お

り

境
内
に
は
中
世
に
遡
る
延
徳
一
年

一
四
八
九
の
銘
を
有
す
る
宝
篋
印
塔

の
一
部
と

五
輪
塔
な
ど
が
残
さ
れ
て

い
る

け
れ
ど
も

満
福
寺
が
創
建
さ

れ
た
時
期
は

一
色
氏
が
幸

手
に
知
行
地
を
得
た
南
北
朝

後
期
以
後
の
こ
と
と
判
断
さ
れ
る

　

な
お

一
色
氏
が
近
世
に
転
封
を
経
て
居
住
し
た
三
河
国
の
長
篠
に

も

同
じ
荏
柄
天
神
社
が
勧
請
・
創
建
さ
れ
て
い
る

同
社
に
伝
わ
る
近

世
の
縁
起
に
よ
れ
ば

鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏
が
康
正
一
年
一
四
五
五

に
古
河
に
移
座
す
る
に
際
し
て

由
緒
あ
る
鎌
倉
の
荏
柄
天
神
社
よ
り

勧
請
し
た

天
神
像
を
下
賜
さ
れ

城
主
で
あ
る
一
色
氏
が
幸
手
荘
の
守

護
神
と
し
て
祀

た
と
の
社
伝
が
記
さ
れ
て
い
る

　

い
ず
れ
に
し
て
も

そ
の
創
建
が
中
世
後
期
ま
で
遡
る
由
緒
あ
る
天
神

社
と
別
当
寺
と
し
て
の
満
福
寺
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が

称
名
寺
の
末

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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寺
で
あ
る
万
福
寺

満
福
寺

が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
鎌
倉
時
代

後
期
の
正
応
年
間
一
二
八
八

一
二
九
三
ま
で
遡
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く

称
名

寺
の
文
書
に
記
さ
れ
た
万
福
寺

満
福
寺

で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る

　

Ⅲ

２　

幸
手
市
天
神
島
の
満
福
寺

　

周
囲
を
水
田
に
囲
ま
れ
て
鎮
座
す
る

旧
天
神
島
村
の
天
神
社
と
別
当
寺
の
満

福
寺
は

現
在
で
は

同
じ
境
地
の
西

側
に
天
神
社
が

東
側
に
満
福
寺
を
改

修
し
た
天
神
島
集
落
セ
ン
タ

が
並
ん

で
い
る

写
真
５

　

同
天
神
社
も

幸
手
城
主
の
一
色
氏

が

鎌
倉
の
荏
柄
天
神
社
を
応
永
年
間

一
三
九
四

一
四
二
八
に
勧
請
し
た

鎮
守
五
社

幸
手
宿
・
天
神
島
・
平
須

賀
・
上
高
野
・
神
扇

の
う
ち
の
一
社

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

し
た

が

て

そ
の
別
当
寺
で
あ
る
新
義
真
言
宗
の
荏
柄
山
・
満
福
寺

本
尊
は
十
一
面

観
音

の
開
基
も
応
永
年
間
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

原
田
氏
と
加
藤
氏
に

よ

て
当
該
の
満
福
寺
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が

幸
手
宿
の
満
福
寺
と
同
じ
く

鎌

倉
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
は
や
は
り
む
ず
か
し
い

　

な
お

同
社
に
は

奉
再
興
天
満
宮　

応
永
七
庚
申
年
二
月
廿
五
日　

天
神
坊
中

興
良
算

と
彫
ら
れ
た
古
い
棟
札
が
残
さ
れ
て
い
る

　

Ⅲ

３　

杉
戸
町
清
地
の
万
福
寺

　

杉
戸
町 
清  
地 
に

新
義
真
言
宗
の
医

せ
い 
じ

王
山
・
万
福
寺

本
尊
は
薬
師
如
来

が
か
つ
て
所
在
し
て
い
た

古
利
根
川

左
岸
の
自
然
堤
防
上
に
創
建
さ
れ
て
い

た
が

明
治
五
年
に
無
住
・
無
檀
の
故

に
廃
寺
と
さ
れ
た

現
在
は

浄
土
真

宗
の
布
教
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お

り

境
内
の
裏
に
は
墓
地
が
そ
の
ま
ま

の
か
た
ち
で
残
さ
れ
て
い
る

ま
た

用
水
路
を
挟
ん
で

北
側
に
は
鎮
守
の

八
幡
社
が
鎮
座
し
て
い
る

写
真
６

　

清
地
の
万
福
寺
に
関
し
て
は

創
建

の
時
期
は
も
と
よ
り

開
山
・
開
基
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず

詳
細
は
不
明
で

あ
る

　

Ⅲ

４　

春
日
部
市
赤
沼
の
万
福
寺

　

古
利
根
川
左
岸
の
自
然
堤
防
の
上
に
創
建
さ
れ
て
い
た
赤
沼
の
稲
荷
山
・
万
福
寺

本
尊
・
観
音

は

明
治
以
後
に
廃
寺
と
さ
れ

現
在
は 
武  
里 
第
二
幼
稚
園
の
園
地

た
け 
さ
と

と
な
さ
れ
て
い
る
が

そ
の
一
角
に

当
時
の
墓
地
が
残
さ
れ
て
い
る

写
真
７

　

万
福
寺
の
本
寺
は

南
お
よ
そ　
ｍ
の
地
に
位
置
す
る
新
義
真
言
宗
の
常
楽
寺
で

200

あ
る

寺
伝
に
よ
れ
ば

鎌
倉
時
代
後
期
の
弘
安
五
年
一
二
八
二
俊
禅
の
創
建
と

伝
え

本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
胎
内
に
は

弘
安
三
年
一
二
八
〇
の
墨
書
銘
が

記
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
る

　

ま
た

境
内
に
は

弘
安
十
一
年
一
二
八
八
の
銘
を
有
す
る
板
碑
が
残
さ
れ
て
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写真６　清地の万福寺跡

Title:Tp077-096_伊藤寿和.ec8 Page:90  Date: 2008/03/03 Mon 10:43:18 



お
り

そ
の
創
建
の
古
さ
を
伝
え
て
い
る

さ
ら
に

山
門
内
の
左
手
に
は

薬
師

堂
が
あ
り
写
真
８

堂
内
の
薬
師
如
来
像
の
胎
内
に
は
弘
安
九
年
一
二
八
六
の

墨
書
銘
が
あ
る

　

本
寺
で
あ
る
常
楽
寺
の
創
建
が
当
該
の
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
遡
る
こ
と
は
確
実
で

あ
る
が

末
寺
の
万
福
寺
の
開
山
・
開
基

起
立
の
年
代
な
ど
は
す
べ
て
不
詳
で
あ
る

　

Ⅲ

５　

吉
川
市
中
島
の
万
福
寺

　

古
利
根
川
・
元
荒
川
と
旧
太
日
川
の
二
大
河
川
に
挟
ま
れ
た
後
背
湿
地
の
ほ
ぼ
中

央
に
位
置
す
る
中
島

村

は

近
世
初
期
の
慶
長
十
九
年
一
六
一
四
に
新
田
開

発
に
よ

て
拓
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

　

村
中
に
現
存
す
る
新
義
真
言
宗
の
万
福
寺

本
尊
・
不
動
明
王

写
真
９

も

近
世
初
期
の
創
建
に
か
か
り

称
名
寺
の
文
書
に
記
さ
れ
た
万
福
寺

満
福
寺

で

は
あ
り
え
な
い 

　

Ⅲ

６　

吉
川
市 
道  
庭 
の
万
福
寺

ど
う 
に
わ

　

元
荒
川

現
・
中
川

が
形
成
し
た
左
岸
の
自
然
堤
防
の
上
に
創
建
さ
れ
た
新
義

真
言
宗
の
万
福
寺

本
尊
・
地
蔵

は

明
治
以
後
に
廃
寺
と
な

て
お
り

創
建

の
年
代
は
も
と
よ
り

開
山
・
開
基
と
も
に
目
下
は
不
詳
で
あ
る

　

Ⅲ

７　

野
田
市
東
金
野
井
の
満
福
寺

　

近
世
に
新
た
に
掘
削
さ
れ
た
江
戸
川
の
堤
防
左
岸
に

新
義
真
言
宗
の
満
福
寺

写
真　

が
現
存
し
て
い
る

堤
防
右
岸
の
地
域
は

現
在
で
は
春
日
部
市

旧
・

10

庄
和
町

に
分
か
れ

西
金
野
井
と
な
さ
れ
て
い
る

江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
年
間

一
六
二
四

一
六
四
四
に
江
戸
川
の
掘
削
に
よ

て
二
分
さ
れ
る
以
前
は

ひ
と

つ
の
金
野
井
村

中
世
に
は
金
野
井
郷

で
あ

た

図
５

　

金
野
井
郷
の
満
福
寺
に
関
し
て
は

上
記
の
他
の
万
福
寺

満
福
寺

と
は
異
な

り

後
北
条
氏
に
よ

て
お
こ
な
わ
れ
た
戦
国
末
期
の
天
正
十
四
年
一
五
八
六
の

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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検
地
書
出
の
写
し
が
残
さ
れ
て
お
り
戦
国
末
に
お
け
る
金
野
井
本
郷
の
詳
細
な

状
況
が
判
明
す
る

多
少
長
い
が

貴
重
な
関
連
史
料
で
あ
る
た
る
め

意
味
を
違

わ
な
い
範
囲
に
お
い
て
行
を
詰
め

煩
を
い
と
わ
ず

以
下
に
そ
の
一
部
を
引
く
こ

と
と
し
た
い

史
料
３　

天
正
十
四
年
一
五
八
六

北
条
家
検
地
書
出
写

遠
藤
家
文
書

　
　
　
　
　

丙
戌
歳

　
　
　
　
　
　

金
野
井
本
郷
検
地
書
出

拾
弐
町
四
段
七
拾
歩　

田
数　

此
分
銭

卅
七
貫
二
百
廿
文　
　
　

反
別
三
百

文
宛

卅
八
町
四
反
大　
　
　

畠
数　

此
分
銭

六
十
三
貫
四
百
六
十
八
文

反
別
百
六

十
五
文
ツ
ツ

　
　

中　
　

略　
　

　
　

已
上

百
六
貫
弐
百
八
十
文　

此
内

拾
貫
六
百
文　

百
姓
公
事
免　

弐
貫
文　

神
田
梶
取
明
神

弐
貫
文　

堤
免

弐
貫
文　
　
　

万
福
寺　
　
　

弐
貫
文　

清
満
寺

三
貫
文　

代
官
給

弐
貫
文　
　
　

定
使
給　
　
　

壱
貫
文　

名
主
免

　
　
　
　

已
上

弐
拾
三
貫
六
百
文　
　
　
　
　
　
　

中　
　

略　
　

　
　
　

残
而

八
拾
弐
貫
六
百
八
十
文　

定
納　
　
　

中　
　

略　
　

　
　
　
　

已
上

八
十
八
貫
八
百
五
十
文　

当
納

　
　
　

此
外
荒
地

拾
貫
文　

田
浮
土
□
殿
山
分

五
貫
文　
　

田

清
滞
寺
分

　
　
　
　
　
　
　
　

三
貫
文　

田

蕪
之
内
　
　

百
廿
貫
文　

畠

本
屋
敷
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
辺
境
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

已
上　

百
四
拾
八
貫
文　

荒
地
之
分　
 　

中 　

略 　

　
　
　

此
外

木
山

一

所　

本
郷
浮
土
山　

竪
七
十
間
・
横
四
十
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

所　

本
郷
福
原
寺
山

竪
五
十
間
・
横
卅
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

所　

百
姓
木
草
取
野

弐
里
四
方

　
　
　
　

已
上

右

定
取
如
件

　
　
　
　
　
　

天
正
十
四
年
丙
戌
十
一
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

代
官　

恒
岡
長
門

佐
枝
若
狭

百
姓
中　
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こ
の

検
地
書 
出

に
基
づ
け
ば

下
総
台
地
と
そ
の
間
に
入
り
込
ん
だ
浅
い
谷

津

戸

田
を
主
な
耕
地
と
す
る
金
野
井
郷
に

戦
国
時
代
末
に

万
福
寺

が
存

在
し

２
貫
文
を
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る

ま
た

郷
内
に
は
郷
鎮
守
の

神
田
梶
取
明
神
が
鎮
座
し

清
満
寺
と
清
滞
寺
の
２
か
寺
が
創
建
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
判
明
す
る

　

金
野
井
郷
の
万
福
寺
は

上
記
の
よ
う
に
満
福
寺
の
寺
名
で
江
戸
川
の
堤
防
沿
い

に
現
存
し
て
お
り
大
永
五
年
一
五
二
五
の
宝
聖
寺
末
寺 
帳
に
満
福
寺　

庄

内　

金
野
井

と
明
記
さ
れ
て
お
り

こ
の
時
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

ま
た

上
記
の
史
料
に
記
さ
れ
た
郷
鎮
守
の
神
田
梶
取
明
神
は

江
戸
川
を
挟
ん
だ

対
岸
の
位
置
に
香
取
神
社

写
真　

と
し
て
現
存
し
て
お
り

表
に

金
井
本
郷 

11

神
田
梶
取
大
神　

徳
治
元
年
三
月
十
七
日　

破
存
板
屋
根
葺
替

裏
に
金
井
本
郷

氏
子
中　

本
社
板
屋
根
替　

天
正
十
九
年
十
二
月
ト
有
之

と
墨
書
さ
れ
た
棟
札
が

伝
え
ら
れ
て
い
る

こ
の
棟
札
に
よ
れ
ば

郷
鎮
守
の
神
田
梶
取
神
は
鎌
倉
時
代
末

　
28

　
29

の
徳
治
一
年
一
三
〇
六
に
は
す
で
に
鎮
座
し

板
屋
根
の
改
修
が
な
さ
れ
た
と
言

う
こ
と
は

そ
の
創
建
は
さ
ら
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
よ
う

　

な
お

江
戸
川
の
拡
張
工
事
の
た
め
に
満
福
寺
の
東
に
あ
た
る
台
地
上
に
移
築
さ

れ
て
い
る
が

検
地
書
出

に
記
さ
れ
た
清
滞
寺
も

清
泰
寺
と
寺
名
の
一
部
を
変

え
て
現
存
し
て
い
る

写
真　
12

　

郷
鎮
守
の
神
田
梶
取
明
神
と
万
福
寺
は

江
戸
川
の
掘
削
以
前
は
東
西
に
並
び

建

て
い
た
と
想
定
さ
れ
る

金
野
井
郷
の
万
福
寺
は

中
世
の
史
料
に
お
い
て

万
福
寺

又
は

満
福
寺

と
表
記
さ
れ

現
在
で
は
満
福
寺
と
呼
ば
れ
て
い
る

郷
鎮
守
の
創
建
年
代
も
勘
案
し
た
場
合

そ
の
創
建
も
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
る
可
能
性

は
残
さ
れ
て
い
る

　

満
福
寺
の
裏
の
墓
地
に
は

同
寺
の
有
力
檀
家
で
あ
る 
長 
家
の
古
い
墓
石
が
立
ち

お
さ

並
ん
で
い
る

　

満
福
寺
の
お
よ
そ　
ｍ
南
方
に
は

四
方
に
空
堀
と
土
手
を
巡
ら
し
た

小
規
模

500

な
東
西
に
細
長
い
単
郭
の
方
形
館
の
跡
が
残
さ
れ
て
お
り

金
野
井
城
の
跡
と
伝
え

ら
れ
て
い
る

現
在
で
は

江
戸
川
の
拡
張
工
事
に
と
も
な

て
西
福
寺
が
そ
の
郭

内
に
移
築
さ
れ
て
い
る

城
跡
は

地
元
で
は

堀
の
内

と
も
呼
ば
れ

野
本
将

監
の
城
跡
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が

上
記

検
地
書
出

の
荒
地
の
う
ち
に

野
本

屋
敷

と
記
さ
れ
て
お
り

地
元
の
伝
承
が
確
か
な
も
の
で
あ

た
こ
と
が
判
明
す

る

野
本
氏
は

鎌
倉
時
代
の
中
期
ま
で
下
河
辺
荘
の
荘
官
を
勤
め
て
い
た
と
想
定

さ
れ
る
有
力
御
家
人
で
あ

た
下
河
辺
氏
の
庶
流
で
あ
り

満
徳
寺
の
有
力
檀
家
で

あ
る
長
家
は

同
地
に
土
着
し
た
家
臣
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

　

上
記
の

検
地
書
出

に
記
さ
れ
て
い
る
記
載
で
も

と
も
注
目
す
べ
き
は

２

貫
文
の

堤
免

で
あ
る

古
利
根
川
は
も
と
よ
り

江
戸
川
開
削
以
前
の
太
日
川

に
も
面
し
て
い
な
か

た
可
能
性
が
高
い
当
時
の
金
野
井
郷
に
対
し
て

こ
の
文
書

を
発
給
し
た
岩
槻
城
の
蔵
奉
行
で
あ

た
恒
岡
長
門
と
佐
枝
若
狭
の
両
名
は

長
年

下総国「下河辺荘」に関する歴史地理学的研究
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の
慣
例
に
基
づ
い
て

百
姓
ら
に
２
貫
文
の

堤
免

を
認
め
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る

こ
の
堤
免
が

た
だ
ち
に
鎌
倉
時
代
後
期
に
命
じ
ら
れ
た
新
方
堤
の
人
夫
役

賦
課
ま
で
遡
る
と
の
速
断
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が

留
意
す
べ
き
重
要
な
情
報
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る

　

こ
れ
ま
で
の
迂
遠
な
再
検
討
を
ま
と
め
る
と

称
名
寺
か
ら
荘
内
の
新
方
堤
の
築

堤
を
命
じ
ら
れ
た
万
福
寺

満
福
寺

の
百
姓
ら
が
居
住
し
て
い
た
可
能
性
の
高
い

場
所
は

上
記
の
諸
寺
の
う
ち

北
か
ら
順
に
記
せ
ば

杉
戸
町
清
地
の
万
福
寺

野
田
市
東
金
野
井
の
満
福
寺

吉
川
市
庭
場
の
万
福
寺
の
３
か
寺
で
あ
る

現
在
残

さ
れ
て
い
る
諸
史
料
を
勘
案
し
た
場
合
は

野
田
市
東
金
野
井
の
満
福
寺
で
あ
る
可

能
性
が
や
や
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

清
地
の
万
福
寺
と
庭
場
の
万
福
寺
の
創
建

時
期
及
び
開
山
・
開
基
な
ど
に
関
す
る
史
料
・
情
報
が
皆
無
の
状
況
で
あ
る
た
め

目
下
の
と
こ
ろ
確
定
は
で
き
な
い
と
言
え
よ
う

Ⅳ　

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
は

原
田
・
鈴
木
両
氏
の
研
究
を
導
き
の
糸
と
し
て

歴
史
地
理
学
の
立
場

か
ら

下
河
辺
荘
で
営
ま
れ
て
い
た
中
世
の
農
業
の
実
態
と

荘
内
に
所
在
し

そ

の
属
す
る
百
姓
ら
に
築
堤
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
著
名
な
称
名
寺
末
寺
の
万
福
寺

満
福
寺
の
比
定
地
な
ど
に
関
し
て
現
地
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
関
連
史
料
の
読

み
直
し
に
よ
り

若
干
の
再
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る

未
だ
中
間
報
告
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
い
が

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
が
ら
と

今
後
の
課

題
を
示
し

ま
と
め
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い

　

第
一
に

古
利
根
川
や
元
荒
川
・
庄
内
古
川
な
ど
の
諸
河
川
が
乱
流
し

そ
れ
ら

の
諸
河
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
と
そ
の
後
背
湿
地
に
お
い
て

こ
れ
ま
で
は

絶

え
ず
洪
水
に
悩
ま
さ
れ

小
規
模
で
生
産
性
の
低
い
水
田
耕
作
が
な
さ
れ
て
い
た
と

一
般
的
に
は
理
解
さ
れ
て
き
た

　

原
田
氏
は

関
東
平
野
に
広
範
に
存
在
す
る
こ
の
よ
う
な
地
域
の
村
落
を
類
型
化

し

自
然
堤
防
型
の
村
落
と
定
義
さ
れ
て
い
る

け
れ
ど
も

上
記
に
お
い
て
関
連
史

料
を
逐
一
読
み
直
し
た
よ
う
に

洪
水
の
発
生
し
な
い
年
の
水
田
の
得
田
率
は
お
よ

そ　

％
も
あ
り

こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た

小
規
模
・
不
安
定
・
低
生
産
力

60
と
言
う
理
解
は

諸
河
川
の
後
背
湿
地
で
営
ま
れ
て
い
た
中
世
に
お
け
る
水
田
耕
作

の
実
態
の
全
体
像
を

必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

特
に

低
湿
地

特
有
の
堀
上
田
と
島
畠
の
存
在
は
一
部
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
た
が

摘
田
の
存
在

は
史
料
的
に
は
確
認
で
き
な
い

　

こ
れ
ま
で
の
低
湿
地
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は

水
田
の
開
発
と

生
産
力
の

高
ま
る
乾
田
化
に
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た

け
れ
ど
も

そ
の
評
価
は
一
面
的
に
過

ぎ
よ
う

本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に

水
田
を
取
り
巻
く
諸
河
川
の
堤
防
や
水
路
に
お

け
る
多
様
な
淡
水
の
魚
介
類
や
鳥
類

さ
ら
に
は
周
辺
に
存
在
し
た
平
地
の
山
野
に

お
け
る
多
様
な
生
産
・
採
集
物
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

年
貢
と
し

て
納
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
米
の
生
産
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
が

米
の
生
産
と
そ
れ
に
適
し
た
水
田
の
開
発
の
視
野
の
み
か
ら
在
地
を
見
た
場
合

そ

こ
で
暮
ら
す
人
々
の
多
様
で
豊
か
な
生
産
・
採
集
と

食
生
活
を
含
め
た
生
活
の
実

態
を
す
く
い
上
げ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る

　

第
二
に

領
主
で
あ
る
称
名
寺
に

荘
内
の

新
方
堤

の
築
堤
を
命
じ
ら
れ
た

末
寺
の
万
福
寺

満
福
寺

に
関
し
て
は

現
在
の
野
田
市
東
金
野
井
に
現
存
す
る

満
福
寺
の
可
能
性
が
や
や
高
い
と
思
わ
れ
る
が

杉
戸
町
清
地
の
万
福
寺
と

吉
川

市
庭
場
に
か
つ
て
所
在
し
た
万
福
寺
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い

両
寺
に
関

す
る
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

　

本
稿
で
は

下
河
辺
荘
の
概
要
を
論
じ
る
一
部
の
現
地
調
査
に
止
ま

て
い
る

現
在
は

さ
ら
に
詳
細
な
調
査
を
お
こ
な
う
た
め
に

称
名
寺
領
の
中
心
を
な
し
た
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赤
岩
郷

現
在
の
松
伏
町
上
赤
岩
と
下
赤
岩

の
現
地
調
査
を
は
じ
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る

　

調
査
の
進
展
に
伴

て

本
稿
の
内
容
を
訂
正
・
補
足
す
る
必
要
も
出
て
こ
よ
う

が

地
元
の
方
々
に
ご
教
示
賜
り
つ
つ

新
た
な
知
見
を
得
て

い
つ
も
の
如
く

ゆ

く
り
・
じ

く
り
現
地
調
査
を
楽
し
み
た
い
と
念
じ
て
い
る

付　

記

　

現
地
調
査
に
際
し
ま
し
て

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら

各
市
町
村
の
教
育
委
員
会

の
皆
様

特
に

松
伏
町
教
育
委
員
会
の
横
川
貴
男
氏

各
寺
社
の
ご
住
職
と
奥
様

な
ら
び
に
地
元
の
皆
様
か
ら

多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た

ま
た

野
田

市
東
金
野
井
に
お
住
ま
い
の
野
口
英
男
氏
と

春
日
部
市
西
金
野
井
に
お
住
ま
い
の

宇
田
川
恵
郎
氏
に
は

当
地
に
関
す
る
こ
と
ど
も
を
詳
し
く
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し

た

以
上

記
し
て

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す

　
注
お
よ
び
文
献

１　

角
田
・
今
野
・
小
松

一
九
九
六

下
河
辺
荘
・
下
河
辺
氏
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ

い
て

三
郷
市
史
研
究

葦
の
み
ち

８
号

２　

久
保
田
・
小
松

一
九
九
八

中
世
利
根
川
流
域
史
研
究
の
成
果
と
課
題

上

三
郷
市
史
研
究

葦
の
み
ち
　

号
10

　
　
　

久
保
田
・
小
松

二
〇
〇
一
       　
    

同　
　

上　
　
　
　
　
　
　
 

下
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