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本
通
信
九
号
で
も
紹
介
さ
れ
た
貝
塚
市

東
遺
跡
で
は
、
土
擴
か
ら
多
数
の
獣
骨
が

発
見
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
。
現
地
で
考

古
学
研
究
者
以
上
の
関
心
で
見
学
さ
れ
る

部
落
史
研
究
者
の
方
々
に
出
会
い
、
発
掘

調
査
で
出
土
し
た
動
物
遺
体
を
部
落
史
の

資
料
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
思
い

を
さ
ら
に
強
く
感
じ
た
。
こ
の
調
査
成
果

が
注
目
さ
れ
た
要
因
は
、
近
年
研
究
が
進

め
ら
れ
て
い
た
近
世
被
差
別
部
落
内
で
の

発
見
が
示
唆
す
る
諸
問
題
に
あ
ろ
う
が
、

文
献
史
学
と
考
古
学
の
研
究
者
が
部
落
史

に
つ
い
て
議
論
す
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と

に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
。

筆
者
は
、
六
月
に
東
遺
跡
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
お
よ
び
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
古
代

部
会
に
お
い
て
、
考
古
学
的
見
地
か
ら
古

代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
動
物
利
用
に
関

連
し
た
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
い
く

つ
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

動
物
考
古
学
と
は
動
物
遺
体
（
遺
跡
か

動
物
考
古
学
と
は

考
古
学
か
ら
見
た
動
物
利
用

ら
出
土
す
る
骨
や
貝
殻
な
ど
）
を
研
究
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
動
物
利
用
の

状
況
、
生
業
、
人
間
と
環
境
と
の
関
係
な

ど
の
解
明
を
担
う
分
野
で
あ
る
。
例
え
ば
、

縄
文
時
代
の
貝
塚
の
発
掘
デ
ー
タ
か
ら
、

当
時
の
食
料
や
年
間
の
生
業
歴
、
道
具
へ

の
動
物
骨
の
利
用
な
ど
を
復
元
し
た
こ
と

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
分

野
の
方
法
論
や
問
題
意
識
が
貝
塚
研
究
の

中
で
洗
練
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
古
代
か
ら
近
世
の
遺
跡
の
調

査
例
の
増
加
に
伴
っ
て
、
当
該
期
の
動
物

遺
体
の
出
土
例
も
急
増
し
、
こ
れ
ら
を
ど

う
歴
史
学
的
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
問

題
意
識
が
生
じ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
縄
文

時
代
と
同
様
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
の
生
存
活
動
の
情
報
が
包
含
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
動
物
利
用
や
そ

れ
を
担
っ
た
人
々
の
社
会
史
的
な
位
置
づ

け
が
注
目
さ
れ
、
松
井
章
氏
ら
に
よ
っ
て

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

久
保
和
士
（
財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会
）

牛
馬
の
導
入
と

人
と
動
物
と
の
関
係
の
変
化

す
で
に
縄
文
時
代
に
は
列
島
各
地
で
環

境
に
高
度
に
適
応
し
た
動
物
利
用
が
行
わ

れ
て
い
た
。
食
料
残
津
で
あ
る
多
様
な
動

物
遺
体
が
豊
富
に
出
土
し
、
そ
の
組
成
は

多
少
の
変
化
を
伴
い
つ
つ
も
弥
生
時
代
ま

で
同
様
な
傾
向
を
保
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

大
き
く
変
化
す
る
の
が
、
牛
馬
の
飼
養
が

本
格
化
す
る
頃
で
あ
る
。
大
阪
府
下
で
の

事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

馬
は
五
世
紀
中
頃
に
急
増
し
、
当
時
湖

だ
っ
た
河
内
平
野
の
周
辺
の
、
四
条
畷
市
、

平
野
区
長
原
な
ど
で
集
中
す
る
傾
向
が
あ

る
。
大
王
政
権
が
渡
来
系
の
集
団
に
政

治
・
軍
事
的
に
重
要
な
馬
を
生
産
・
管
理

さ
せ
た
施
設
と
推
測
さ
れ
る
。
長
原
遺
跡

で
の
出
土
位
置
を
概
観
す
る
と
、
集
落
内

か
ら
大
半
が
出
土
し
、
そ
の
形
態
は
蕊
馬

の
廃
棄
や
埋
葬
を
示
す
も
の
や
、
犠
牲
を

伴
う
祭
祀
的
様
相
を
示
す
も
の
な
ど
様
々

で
あ
る
。
飼
養
技
術
だ
け
で
な
く
、
祭
祀

の
方
法
な
ど
馬
に
関
わ
る
文
化
が
全
般
的
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六
世
紀
後
半
に
な
る
と
牛
も
増
加
し
、

動
物
遺
体
の
構
成
は
牛
馬
が
主
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
馬
の
導
入
時
も
含
め
て
、
畿

内
の
全
域
で
組
成
が
変
化
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
地
域
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
頃

か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
、
長
原
遺
跡
で
は

周
辺
の
水
田
開
発
を
伴
う
社
会
変
化
が
生

じ
て
お
り
、
牛
馬
の
用
途
や
出
土
状
態
に

に
朝
鮮
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
具
体
的
に
祭
祀
行
為
を
復
元
で
き
た

の
が
、
長
原
南
口
古
墳
に
供
儀
さ
れ
た
馬

で
あ
る
。
被
葬
者
の
埋
葬
時
に
、
正
面
の

濠
で
墓
に
向
か
っ
て
殺
し
、
頭
を
墓
の
正

面
に
置
き
、
肉
は
食
し
、
脚
を
濠
の
底
に

立
て
る
と
い
う
一
連
の
行
為
で
あ
っ
た
。
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長原南口古墳に供儀された馬

一
方
で
、
水
田
の
幹
線
水
路
や
畦
畔
、

集
落
周
縁
の
谷
や
河
川
か
ら
の
出
土
が
顕

著
と
な
る
。
前
者
は
農
耕
儀
礼
、
後
者
は

蕊
牛
馬
の
解
体
処
理
に
伴
う
廃
棄
と
推
測

し
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
様
相
は
難
波

宮
が
置
か
れ
た
上
町
台
地
周
辺
な
ど
で
も

認
め
ら
れ
、
皮
な
め
し
に
使
用
す
る
た
め

の
脳
の
摘
出
痕
や
肉
を
取
り
去
っ
た
痕
跡

も
変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。
ま
ず
、

集
落
内
で
は
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が

散
見
さ
れ
る
く
ら
い
で
出
土
量
が
減
り
、

牛
馬
の
死
の
局
面
が
希
薄
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
建
物
の
解
体
時
に
牛
を
殺
し
、

肉
の
多
い
四
肢
を
用
意
し
、
食
べ
た
後
に

柱
の
抜
き
取
り
穴
に
そ
の
骨
を
埋
め
た
状

態
を
示
す
例
な
ど
が
あ
る
。

》
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長原遺跡の柱穴に埋められた牛の肢骨

中
世
の
資
料
に
関
し
て
は
あ
ま
り
検
討

を
行
っ
て
い
な
い
段
階
だ
が
、
蕊
牛
馬
処

理
に
関
す
る
興
味
深
い
事
例
が
あ
る
。

東
大
阪
市
西
ノ
辻
遺
跡
で
は
、
一
二

～
’
五
世
紀
の
集
落
付
近
の
河
川
や
溝
か

ら
ま
と
ま
っ
て
牛
馬
骨
が
出
土
し
て
い

る
。
そ
の
量
は
府
下
で
は
最
多
、
全
国
的

に
も
多
く
注
目
さ
れ
る
が
、
あ
い
に
く
詳

細
な
記
載
が
な
い
た
め
、
実
態
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、

漁
網
錘
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
こ
の

が
多
く
見
ら
れ
る
牛
馬
骨
が
、
決
ま
っ
た

場
所
に
廃
棄
さ
れ
た
状
況
と
考
え
ら
れ

た
。
祭
祀
遺
物
が
し
ば
し
ば
伴
出
す
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
牛
馬
も
祭
祀
に
用
い

ら
れ
た
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
決
定

的
な
証
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う

な
空
間
が
様
々
な
非
日
常
的
行
為
に
よ
っ

て
共
有
さ
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
出
土
状
態
の
変
化
の
要
因

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
動

物
遺
体
の
台
地
上
と
低
湿
地
で
の
残
存
条

件
の
差
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
｜
っ
に

は
牛
馬
の
死
と
そ
の
処
理
に
対
す
る
社
会

的
忌
避
・
規
制
の
現
れ
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
今
後
、
各
地
の
事
例
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

中
世
の
鑿
牛
馬
処
理

周
辺
が
河
内
平
野
池
沼
部
で
の
淡
水
漁
業

の
中
心
的
存
在
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。ま
た
、
大
坂
城
下
町
跡
の
船
場
地
域
に

も
大
規
模
な
中
世
集
落
が
あ
り
、
近
年
、

一
五
世
紀
頃
の
牛
馬
骨
集
積
が
見
つ
か
っ

た
。
こ
の
地
域
は
考
古
学
的
に
見
て
中
世

の
「
渡
辺
」
の
有
力
な
候
補
地
と
な
っ
て

お
り
、
近
世
の
渡
辺
村
と
の
関
連
性
に
お

い
て
も
注
意
さ
れ
る
発
見
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
も
貝
塚
や
漁
網
錘
が
多
く
見
つ
か

り
、
立
地
か
ら
見
て
も
海
民
的
な
性
格
を

想
定
で
き
る
。

い
ず
れ
の
遺
跡
で
も
耕
地
を
保
有
し
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
非
農
耕

民
的
な
面
も
見
ら
れ
る
遺
跡
か
ら
、
牛
馬

骨
が
多
く
出
土
し
た
と
い
う
点
で
共
通
す

る
。
ま
た
、
鎌
倉
の
都
市
周
縁
に
多
く
見

ら
れ
る
蕊
牛
馬
処
理
を
行
っ
た
場
所
二

三
～
’
四
世
紀
）
で
も
、
骨
角
製
品
生
産

や
石
工
・
鋳
造
・
漁
業
な
ど
様
々
な
職
業

に
関
連
す
る
遺
物
が
伴
出
す
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
は
、
蕊
牛
馬
処
理
が
一
般
的
な

農
耕
民
か
ら
分
離
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ

が
多
彩
な
職
能
と
と
も
に
把
握
さ
れ
て
い

た
こ
と
な
ど
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

東
遺
跡
の
動
物
遺
体
に
は
、
骨
の
折
損
状

況
や
動
物
種
構
成
な
ど
に
他
と
は
異
な
る

特
徴
が
見
ら
れ
、
今
後
、
個
々
の
資
料
分

析
を
進
め
た
う
え
で
、
集
落
や
地
域
構
造
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近
世
初
期
の
大
坂
か
ら
出
土
す
る
動
物

遺
体
か
ら
は
、
新
た
な
動
物
利
用
の
あ
り

方
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
こ
の
頃
、
全
国
的
に
牛
馬
骨
を

材
料
と
す
る
骨
製
品
の
生
産
が
盛
ん
に
な

り
、
住
友
銅
吹
所
跡
下
層
の
調
査
で
は
一

五
九
四
～
一
六
二
二
年
の
う
ち
に
存
在
し

た
生
産
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
町
場
の
外
の

不
良
な
環
境
に
お
い
て
、
多
量
の
牛
馬
骨

か
ら
櫛
払
と
い
う
道
具
が
専
業
的
に
作
ら

れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
近
世
大
坂
で
は

現
在
ま
で
に
約
一
○
ヶ
所
で
骨
製
品
生
産

地
を
確
認
し
、
一
七
世
紀
前
半
ま
で
は
開

発
の
程
度
が
低
い
所
で
、
中
頃
以
降
に
な

る
と
一
般
的
な
町
場
で
操
業
す
る
よ
う
に

な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、

職
人
へ
の
賤
視
の
変
化
を
示
す
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
量
の
牛
馬
骨
を

要
し
た
職
人
は
、
自
ら
牛
馬
の
解
体
を
行

っ
て
い
な
い
。
多
量
の
骨
を
供
給
し
う
る

大
規
模
な
解
体
場
所
は
、
都
市
内
部
や
周

縁
で
は
未
発
見
で
、
さ
ら
に
外
側
で
の
存

在
が
推
測
さ
れ
る
。

食
肉
に
関
し
て
は
、
獣
肉
食
の
証
拠
は

豊
富
で
、
種
類
は
鹿
が
も
っ
と
も
多
く
、

の
中
で
の
位
置
づ
け
と
比
較
検
討
を
行
っ

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

近
世
初
期
の
変
化

牛
馬
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
は
枝
肉
の
状
態

で
都
市
に
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
都
市
内

で
中
型
獣
や
家
畜
の
解
体
場
所
は
ほ
と
ん

ど
見
か
け
な
い
。
一
方
、
小
型
野
生
獣
や

鳥
は
都
市
内
で
解
体
さ
れ
、
犬
は
家
畜
の

中
で
も
例
外
的
に
あ
ち
こ
ち
で
殺
さ
れ
食

用
と
な
っ
た
。
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以
上
か
ら
、
大
坂
が
成
立
し
た
当
初
す

で
に
、
都
市
生
活
に
お
い
て
食
料
や
道
具

へ
の
死
ん
だ
動
物
の
利
用
は
不
可
欠
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
内
か
ら
獣
類

の
死
に
近
い
局
面
が
排
除
さ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
動
物
の
種
類
や
部

位
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
規
制
の
度
合
い

に
応
じ
て
、
都
市
を
中
心
と
す
る
空
間
構

造
に
こ
の
よ
う
な
作
業
を
担
う
人
々
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
と
も
と
操
業
地
を
同
じ
く
し
て
い

た
蕊
牛
馬
処
理
と
骨
製
品
生
産
が
分
か

れ
、
前
者
に
よ
り
強
い
規
制
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
大
坂
や
京
都
の
事
例

か
ら
豊
臣
期
（
’
五
八
○
～
一
六
一
五
年
）

か
そ
の
少
し
前
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に

伴
い
、
骨
製
品
の
材
料
と
な
っ
た
牛
馬
骨

の
生
産
供
給
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
。
こ

れ
は
蕊
牛
馬
の
解
体
処
理
、
皮
・
毛
・
骨
・

角
・
肉
な
ど
の
原
材
料
別
の
出
荷
、
生
産

地
付
近
に
お
け
る
集
荷
、
そ
し
て
加
工
の

分
業
と
、
こ
れ
ら
を
結
ぶ
流
通
か
ら
な
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
、
櫛
払
か
ら
歯
ブ
ラ
シ
生
産
へ
の

系
譜
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
資
料
は
府
下
で
出
土
し
た
動
物

動
物
考
古
学
と
部
落
史
研
究

遺
体
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
部
落
史
研
究
が
対
象
と
し
て
き
た
文

献
資
料
と
同
時
代
の
動
物
利
用
を
示
す
物

的
証
拠
で
あ
る
。
た
と
え
一
片
の
骨
で
も

周
囲
の
考
古
学
的
状
況
の
な
か
で
捉
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
研
究
資
料
と
し
て
時

代
や
地
域
・
階
層
の
隔
て
な
く
継
続
的
に

蓄
積
し
う
る
。
食
物
史
や
手
工
業
史
の
脈

絡
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
れ
ら

の
資
料
を
、
い
か
に
動
物
を
認
識
し
、
ど

の
よ
う
な
状
況
下
で
そ
の
死
に
対
処
し
利

用
し
た
の
か
と
い
う
観
点
で
再
検
討
し
、

動
物
利
用
の
諸
相
と
そ
こ
に
関
わ
っ
た

人
々
を
追
求
し
て
み
た
い
。
そ
の
中
で
、

動
物
利
用
を
め
ぐ
る
差
別
の
痕
跡
を
考
古

学
的
に
も
析
出
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
い

る
。と
は
い
え
、
断
片
的
に
し
か
残
存
し
な

い
モ
ノ
や
大
地
の
痕
跡
か
ら
部
落
史
を
追

究
す
る
に
は
、
解
釈
上
の
問
題
点
も
多
く
、

ま
た
、
考
古
学
的
研
究
の
蓄
積
も
少
な
い

の
で
、
即
刻
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
と

は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
今
後
、
自

ら
の
分
野
を
研
鎖
す
る
と
と
も
に
、
文
献

史
学
や
民
俗
学
の
研
究
成
果
に
も
学
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
骨
製
品
生
産
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
遺
跡
に
現
れ
や
す
い
事
象
や
物
質

文
化
史
・
技
術
史
的
デ
ー
タ
の
検
討
が
、

部
落
史
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
か
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大
阪
と
堺
の
こ
と
に
な
る
と
よ
く
知
っ

て
い
る
佐
古
慶
三
は
徹
底
し
た
実
証
主
義

者
で
あ
っ
た
。
佐
古
慶
三
の
一
等
優
れ
た

点
は
傍
証
の
豊
富
さ
で
あ
る
。

｜
っ
の
実
証
は
一
つ
の
反
証
が
あ
る
こ

と
を
自
明
の
理
と
な
し
、
安
易
な
八
歴
史

Ｖ
を
許
容
さ
せ
な
い
厳
し
い
内
省
か
ら
生

ま
れ
、
資
料
収
集
の
契
機
に
な
っ
た
。
（
も

っ
と
も
三
井
文
庫
に
い
た
遠
藤
佐
々
木
も

実
証
が
中
心
で
あ
っ
た
が
佐
古
と
若
干
違

っ
て
い
た
の
は
現
物
の
収
集
も
手
掛
け
、

仲
間
か
ら
実
証
主
義
で
な
く
実
物
主
義
と

い
わ
せ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
）

佐
古
の
専
門
は
当
初
、
両
替
・
蔵
屋
敷

が
研
究
領
域
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
し
か
必

要
に
せ
ま
ら
れ
研
究
範
囲
を
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
と
、
相
対
的
に
少
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
逆
の
場

合
も
多
い
は
ず
で
あ
り
、
学
問
体
系
が
違

う
と
一
一
一
一
口
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
互
い
の
研

究
の
共
通
す
る
鍵
を
見
い
だ
す
際
の
障
壁

収
集
文
書
に
つ
い
て

鱗
｛
一
繊
蕊
譲
議
霧
一
鍵
》
蕊
一
議
議
繊
蟻

小
田
忠
（
大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
）

人
物
で
は
井
原
西
鶴
・
近
松
門
左
衛

門
・
成
安
道
頓
、
地
理
は
水
帳
・
大
阪
の

古
地
図
・
陸
測
図
、
高
家
関
係
は
商
業
帳

簿
・
日
記
、
自
治
制
で
は
惣
会
所
の
御
用

留
（
永
瀬
家
）
、
町
会
所
に
お
い
て
は
町
式

目
・
橋
、
他
に
祭
礼
、
市
場
、
宗
教
、
風

俗
、
株
仲
間
、
米
相
場
、
算
法
書
な
ど
の

史
料
を
買
い
揃
え
た
。
資
料
を
買
い
求
め

る
方
法
は
『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究

所
資
料
目
録
』
第
一
集
（
以
下
『
目
録
』

と
略
す
。
）
の
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
。

佐
古
が
選
ん
だ
資
料
に
高
い
価
値
が
あ

る
の
は
史
料
の
質
が
良
い
点
に
あ
り
、
こ

れ
に
は
二
つ
の
方
法
に
よ
り
選
ば
れ
て
い

る
。
｜
っ
は
自
分
の
眼
で
、
二
つ
は
古
書

店
主
の
眼
で
あ
る
。
現
在
と
異
な
り
、
大

正
年
間
、
昭
和
の
初
期
は
経
済
も
時
間
も

ゆ
っ
た
り
し
て
い
て
、
大
学
教
授
・
古
書

店
主
も
非
常
に
勉
強
が
で
き
て
お
り
、
古

書
店
主
は
仕
事
柄
、
多
く
の
史
料
を
見
て

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
共
同
研
究
を
展
開
す
る
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
や
特
性
を
相
互
に

理
解
し
、
情
報
交
換
や
共
同
で
資
料
調
査

を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
感
じ
る
。

い
る
。
た
く
さ
ん
あ
る
史
料
か
ら
好
き
な

だ
け
選
ん
で
研
究
を
し
て
い
た
。
そ
の
為
、

研
究
者
に
対
し
て
八
史
料
Ｖ
の
価
値
を
教

え
る
こ
と
も
可
能
で
、
大
学
教
授
も
随
分
、

古
書
店
主
に
お
世
話
に
な
っ
た
筈
で
あ

る
。
た
と
え
ば
中
尾
松
泉
堂
の
先
代
、
中

尾
熊
太
郎
は
佐
古
慶
三
に
対
し
て
『
懐
中

難
波
す
参
め
』
は
大
阪
の
経
済
史
・
商
業

史
を
勉
強
す
る
に
は
是
非
と
も
必
要
な
刊

本
で
あ
る
か
ら
手
元
に
置
く
よ
う
に
強
く

薦
め
た
。

自
己
の
眼
で
選
択
し
て
い
く
場
合
、
基

本
的
に
は
研
究
に
不
可
欠
な
史
料
と
変
わ

っ
て
い
る
史
料
を
収
集
の
対
象
に
し
て
い

る
。
基
本
的
な
史
料
で
了
解
が
な
さ
れ
、

変
わ
っ
た
史
料
を
使
い
新
た
な
る
展
開
を

し
た
。
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
佐
古
慶

三
の
収
集
し
た
文
書
は
体
系
化
さ
れ
て
お

ら
ず
使
い
に
く
い
と
い
っ
た
評
価
も
あ
る

が
、
傍
証
に
多
く
の
史
料
を
使
う
意
味
も

あ
り
、
変
化
の
あ
る
史
料
は
勉
強
の
種
に

な
る
と
い
う
理
由
で
収
集
が
な
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

購
入
し
た
史
料
は
全
部
目
を
通
し
、
ど

の
よ
う
な
研
究
時
に
そ
れ
を
利
用
で
き
る

か
を
考
え
て
い
た
。

未
刊
「
大
阪
年
表
」
は
所
有
の
古
文
書

を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
。

収
集
さ
れ
た
史
料
で
目
を
引
く
の
は
八

町
Ｖ
に
関
す
る
史
料
、
通
常
町
規
・
町
式

目
と
呼
ば
れ
町
の
規
定
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
大
阪
の
町
式
目
は
お
お
む
ね
京
都

の
町
式
目
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
て
い

る
。
内
容
を
詳
細
に
し
な
く
て
も
家
屋
敷

売
買
時
の
顔
見
世
銀
・
振
舞
銀
、
結
婚
、

凶
事
の
出
銀
規
定
な
ど
似
通
っ
た
点
は
い

く
ら
で
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
の
大
阪
で
は
各
町
ご
と
に
町

会
所
が
あ
り
、
町
人
か
ら
選
出
さ
れ
た
町

年
寄
が
い
て
、
町
代
が
執
務
を
行
う
。

町
会
所
は
町
代
以
下
、
下
役
、
夜
番
、

木
戸
番
、
垣
外
番
が
詰
め
、
夜
番
は
夜
廻

り
を
一
晩
に
三
回
、
戌
刻
（
午
後
七
時
三

○
分
～
同
九
時
一
五
分
）
、
亥
刻
（
午
後
九

時
三
○
分
～
同
一
○
時
一
一
一
○
分
）
、
子
刻

（
午
後
十
一
時
四
○
分
～
午
前
十
二
時
一

○
分
）
〔
丸
括
弧
の
時
間
が
夏
と
冬
で
は
異

な
る
。
こ
れ
は
不
定
時
法
を
採
用
し
て
い

る
為
で
あ
る
。
〕
に
太
鼓
を
打
ち
、
木
戸
番

は
町
木
戸
を
守
り
、
番
を
す
る
。
木
戸
は

亥
刻
限
り
で
閉
じ
ら
れ
る
。
垣
外
番
は
四

ヶ
所
の
配
下
に
属
し
、
乞
食
を
追
い
払
う

の
が
日
々
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

町
年
寄
の
仕
事
は
多
岐
に
渡
り
、
『
南
匡

志
』
（
七
六
頁
）
は
、
町
年
寄
の
仕
事
を
、

町
式
目

小
田
忠
（
大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
）

艤
議
鍵
鑿
議
綴
纏
蕊
一
鐵
霧
灘
鵜
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調
査
・
衛
生
・
宗
旨
改
・
囲
米
の
世
話
・

家
屋
敷
・
風
紀
・
保
安
・
交
通
・
防
火
・

権
度
・
訴
訟
・
御
燭
口
達
の
通
達
と
止
録

の
十
三
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
項
目

中
、
衛
生
ｌ
橋
上
・
交
通
ｌ
橋
上
の
整
理

（
・
は
筆
者
）
と
あ
り
、
橋
の
維
持
管
理

に
力
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

例
え
ば
、
塵
泥
な
ど
が
溜
る
と
橋
が
腐
食

す
る
要
因
に
な
る
の
で
入
念
に
清
掃
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
軽
車
ミ
カ
と
は
輻
の

な
い
円
盤
の
車
輪
の
こ
と
。
｜
人
か
二
人

で
前
か
ら
縄
を
つ
け
て
引
き
、
一
人
は
後

か
ら
前
に
押
し
て
動
か
す
。
）
が
橋
の
詰
へ

来
る
と
積
荷
を
降
ろ
し
、
車
と
積
荷
を

別
々
に
し
て
橋
の
向
こ
う
ま
で
運
び
、
再

び
、
車
に
積
み
な
お
し
て
出
発
す
る
。
こ

れ
は
橋
を
軽
車
の
車
輪
か
ら
傷
を
受
け
な

い
よ
う
に
保
護
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
処

置
で
あ
る
。
勿
論
、
橋
の
上
に
出
店
を
す

る
こ
と
な
ど
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

天
保
八
年
一
○
月
大
宝
寺
町
「
申
合
帳
」

（
『
目
録
』
史
料
番
号
囚
‐
＄
）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
三
三
の
商
売
は
町
内
に
家
屋
敷

を
持
ち
居
住
し
、
営
業
を
す
る
こ
と
も
許

可
し
て
い
な
い
。

傾
城
屋
・
牛
蝋
燭
屋
・
茶
屋
・
麹
屋
・

湯
風
呂
屋
・
家
請
人
・
絞
油
屋
・
盲
人
・

鍛
冶
屋
・
素
麺
屋
・
山
伏
・
猿
曳
・
座

頭
・
煎
革
屋
・
葬
道
具
師
。
歌
舞
伎
役

嘉
永
元
年
南
組
雛
屋
町
「
式
目
帳
」
（
『
目

録
』
史
料
番
号
、
函
‐
Ｅ
）

｜
町
内
軒
下
二
捨
子
有
之
候
節
片
附
候

養
育
料
当
家
壱
役
相
除
町
中
惣
役
割

之
事

（
マ
マ
）

｜
往
来
軒
下
一
行
倒
れ
人
亦
者
軽
家
人

大
阪
の
式
目
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
は
捨
子
と
行
倒
人
の
項
目
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
（
京
都
の
町
式
目
で
も
散
見

で
き
る
。
）
こ
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。

任
意
に
町
式
目
か
ら
拾
っ
て
い
く
。

通
常
の
町
式
目
で
は
三
～
四
ぐ
ら
い
の

職
種
は
許
可
し
な
い
が
大
宝
寺
町
の
式
目

は
稀
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
右
記
の
職
種

か
ら
、
女
性
に
係
る
職
、
音
が
で
る
職
、

火
事
を
起
す
可
能
性
の
あ
る
職
、
に
お
い

を
発
す
る
職
、
芸
能
職
、
物
乞
い
、
葬
に

係
る
職
、
皮
革
に
関
す
る
職
種
な
ど
は
居

住
も
さ
せ
ず
、
仕
事
も
営
業
も
認
め
な
い

非
常
に
厳
し
い
式
目
と
な
っ
て
い
る
。

捨
子
と
行
倒
人

者
・
白
革
屋
・
塊
脇
師
・
尿
屋
・
浄
瑠

璃
語
・
毛
革
商
売
・
三
味
線
曳
。
藍
染

商
売
・
大
工
職
・
薪
商
売
・
葬
貸
物
屋
・

煮
売
屋
・
石
細
工
師
・
鋳
物
師
・
医
者
・

線
香
屋
．
は
た
物
師
・
こ
け
ら
商
売

捨
子
と
行
倒
人
の
問
題
が
町
に
介
在
す

る
の
は
費
用
の
点
で
、
捨
子
を
育
て
る
養

育
料
あ
る
い
は
捨
子
を
引
き
取
る
場
合
の

誉
〈
用
で
あ
っ
た
り
、
行
倒
人
の
処
置
に
関

す
る
費
用
で
あ
っ
た
り
す
る
。
捨
子
・
行

倒
人
を
発
見
し
た
場
合
、
発
見
場
所
に
よ

り
町
に
か
か
っ
て
く
る
費
用
が
異
な
る
。

『
大
阪
市
史
』
第
一
巻
（
八
五
一
頁
）

に
は
「
乞
食
中
富
町
を
見
掛
け
て
故
二
行

倒
を
装
ひ
、
金
銭
を
得
ざ
れ
ば
立
去
ら
ざ

る
あ
り
」
、
こ
れ
に
町
人
達
が
閉
口
し
た
様

子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
捨
子
の

件
も
た
び
た
び
鰯
に
出
さ
れ
て
い
る
。
天

明
八
年
九
月
二
八
日
の
鯛
（
『
大
阪
市
史
』

第
三
巻
一
二
七
一
一
一
頁
）
で
は
、
「
捨
子
」
に

つ
い
て
は
、
「
向
後
者
長
史
下
非
人
又
者
微

明
和
四
年
上
本
町
四
丁
目
北
半
「
町
内
式

目
帳
」
（
『
目
録
』
史
料
番
号
、
い
‐
ｇ
）

｜
捨
子
行
倒
者
在
之
節
者
其
家
主
方

表
向
率
之
入
用
五
分
可
出
之
残
五
分

者
町
内
方
役
割
二
可
出
事

慶
応
四
年
久
左
衛
門
町
「
町
内
定
」
（
『
目

録
』
史
料
番
号
切
哩
‐
扇
）

｜
捨
子
諸
入
用

本
間
割

一
行
倒
人
諸
入
用

本
間
割

非
人
行
倒
し
等
有
之
候
諸
入
用
町
中

役
割
之
事

西
町
奉
行
（
安
政
二
年
～
文
久
元
年
）

だ
っ
た
久
須
美
が
書
き
留
め
た
内
容
に
し

て
は
職
域
か
ら
い
っ
て
も
鋭
い
見
方
が
欠

落
し
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
説
得
力

が
あ
る
の
は
捨
子
の
人
数
だ
け
で
、
そ
の

多
之
類
二
而
も
、
望
次
第
二
差
遣
可
申
事
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
捨
子
が
特
に
増
加

し
て
い
る
情
況
か
ら
夜
番
人
に
は
き
つ
い

鯛
に
な
っ
て
い
る
。
捨
子
の
現
場
を
見
つ

け
た
ら
召
捕
、
夜
廻
り
の
方
法
を
考
え
、

し
っ
か
り
し
た
見
廻
り
を
求
め
、
捨
子
を

し
た
人
を
捕
え
、
連
絡
す
れ
ば
褒
美
を
出

す
と
し
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
捨
子
の

問
題
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。

捨
子
の
原
因
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
事
を

久
須
美
佐
渡
守
祐
焦
が
随
筆
に
ま
と
め
た

『
浪
華
の
風
』
（
『
温
知
叢
書
』
七
、
一
三

四
頁
）
か
ら
引
用
す
る
。

當
地
は
小
兒
を
棄
る
も
の
甚
た
多
し
、

是
ま
た
淫
風
盛
ん
な
る
の
證
に
し
て
、

泰
行
た
る
へ
き
人
の
心
を
傷
る
所
な

り
、
大
概
少
く
と
も
月
に
四
五
人
、
多

き
時
は
月
に
二
十
人
の
餘
に
及
ふ
、
是

淫
風
の
然
ら
し
む
る
所
と
い
へ
と
も
、

｜
っ
に
は
又
職
多
村
の
も
の
と
も
其
兒

を
平
人
に
な
さ
し
め
ん
為
に
、
霜
か
に

謀
て
葉
る
も
の
も
あ
り
、
心
得
あ
る
へ

き
こ
と
な
り
（
。
印
筆
者
）
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中
井
竹
山
も
稔
多
村
の
子
ど
も
が
棄
て

ら
れ
、
平
民
の
子
と
し
て
養
育
さ
れ
る
こ

と
を
願
う
の
も
仕
方
が
な
い
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
子
ど
も
を
す
て
な
い
方
策

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法

と
し
て
、
出
産
時
の
立
会
、
七
夜
の
内
に

生
ま
れ
た
子
の
名
前
を
家
主
へ
届
け
人
別

に
入
れ
る
な
ど
を
考
え
た
。
近
所
・
家
主
・

町
年
寄
・
役
人
な
ど
を
含
ん
だ
連
絡
を
密

に
し
た
人
別
関
係
の
強
化
・
罰
も
強
化
す

る
こ
と
で
捨
子
の
減
少
に
繋
が
る
と
考
え

他
は
、
松
平
定
信
に
奉
呈
し
た
と
い
わ
れ

る
中
井
竹
山
著
『
草
茅
危
一
一
一
一
具
（
『
日
本
経

済
大
典
』
第
二
三
巻
五
一
一
一
一
一
一
頁
）
の
受
け

売
り
に
す
ぎ
な
い
。
中
井
竹
山
は
捨
子
が

あ
れ
ば
四
、
五
両
の
金
が
養
育
金
と
し
て

必
要
で
、
そ
の
金
は
町
内
で
割
る
に
し
ろ
、

大
変
な
世
話
が
か
か
り
町
中
が
迷
惑
を
被

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

退
て
考
ふ
る
に
、
秦
る
者
に
罪
あ
っ
て
、

小
兒
に
罪
無
、
然
る
を
罪
有
親
は
問
ず

し
て
、
罪
な
き
小
兒
の
み
屠
村
に
下
し

人
外
と
せ
ば
、
其
兒
成
長
の
上
に
て
恩

ん
虚
も
不
便
也
、
又
今
の
如
に
て
屠
家

非
人
の
内
よ
り
秦
る
も
有
可
、
夫
を
い

か
に
知
ら
れ
ば
と
て
、
平
民
の
子
と
し

て
撫
育
す
る
も
有
間
敷
事
也
、
（
後
略
）

前
回
は
柴
屋
の
和
膠
生
産
と
肥
料
取
引

の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
取

引
相
手
の
商
人
像
と
和
膠
生
産
を
支
え
る

皮
屑
や
「
に
く
」
を
買
付
け
た
村
々
の
広

が
り
と
そ
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。
そ
こ
で
今
回
も
弘
化
三
（
’
八
四
六
）

年
か
ら
嘉
永
四
二
八
五
一
）
年
に
至
る

五
年
間
の
柴
屋
の
取
引
先
と
取
引
量
及
び

取
引
高
を
紹
介
す
る
と
表
１
の
通
り
で
あ

っ
た
。

こ
の
間
の
取
引
相
手
は
二
二
人
で
あ
っ

た
が
、
前
回
の
安
政
期
の
取
引
相
手
と
重

な
る
熊
野
屋
新
兵
衛
を
筆
頭
に
絵
具
屋
半

兵
衛
、
絵
自
一
〈
屋
治
助
、
絵
具
屋
惣
兵
衛
、

菱
屋
與
兵
衛
、
播
磨
屋
弥
七
、
津
ノ
国
屋

藤
兵
衛
、
山
田
屋
四
郎
兵
衛
や
以
下
江
戸

徳
、
大
與
、
京
の
絵
宇
、
伊
勢
勘
、
大
治
、

播
幸
、
絵
源
、
墨
定
、
京
の
丸
惣
な
ど
は

柴
屋
の
重
要
な
得
意
先
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
取
引
相
手
の
商
人
像
に
つ
い
て

見
て
み
る
と
、
大
坂
の
絵
具
屋
に
つ
い
て

は
延
宝
七
二
六
七
九
）
年
の
『
増
補
難

波
雀
』
の
「
諸
商
人
諸
職
人
売
物
所
在
」

て
い
た
の
で
あ
る
。

（

近
世
河
内
国
に
お
け
る
和
膠
生
産
の
広
が
り
ｌ
柴
屋
文
書
よ
り
（
そ
の
２
）

の
条
に
「
絵
具
屋
本
町
一
丁
目
」
と
あ
り
、

続
い
て
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の
『
買

物
調
方
三
合
集
覧
』
に
は
「
本
町
一
丁
目

惣
兵
衛
」
の
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
惣
兵
衛
は
大
坂
を
代
表
す
る
絵
具
屋
惣

兵
衛
の
こ
と
で
、
柴
屋
の
得
意
先
で
あ
っ

た
。
安
永
九
年
二
七
八
○
）
に
大
坂
の

絵
具
屋
が
株
仲
間
の
届
を
出
す
が
、
そ
こ

に
熊
野
屋
新
兵
衛
、
絵
具
屋
清
兵
衛
、
絵

具
屋
勘
兵
衛
、
絵
具
屋
惣
丘
〈
衛
な
ど
が
名

を
連
ね
て
い
た
。
そ
れ
が
嘉
永
五
二
八

五
三
年
の
『
手
鑑
』
に
よ
る
と
、
大
坂

の
「
絵
具
商
人
四
拾
壱
人
」
と
絵
惣
、
熊

新
、
絵
勘
ら
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
状
況
か
ら
み
て
、
柴
屋
の
取
引
相

手
の
大
半
は
大
坂
の
代
表
的
な
絵
具
屋
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
京

都
の
絵
具
屋
宇
兵
衛
や
大
和
屋
與
兵
衛

（
鴉
丸
松
原
通
り
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
絵

具
屋
に
次
い
で
多
い
取
引
相
手
は
膠
屋
で

あ
っ
た
。
『
難
波
雀
』
に
よ
る
と
「
に
か
は

や
博
労
町
堺
す
じ
」
と
あ
り
、
『
増
補
難
波

雀
』
に
も
「
に
か
は
南
新
町
」
と
あ
っ
た
。

森
田
康
夫
（
樟
蔭
東
女
子
短
期
大
学
）

ま
た
『
三
合
調
方
買
物
集
覧
』
に
は
「
に

か
は
や
長
ほ
り
の
み
な
み
、
さ
か
い
す
じ
、

御
だ
う
ま
へ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

堺
筋
に
あ
っ
た
津
ノ
国
屋
藤
兵
衛
、
若
狭

屋
太
郎
兵
衛
を
は
じ
め
そ
の
膠
購
入
量
の

多
さ
か
ら
み
て
菱
屋
與
兵
衛
、
信
濃
屋
勘

四
郎
な
ど
も
膠
屋
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
京
都
の
白
木
屋
九
左
衛
門
も
膠

屋
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外

の
大
坂
市
中
の
取
引
相
手
は
墨
屋
と
筆
屋

な
ど
が
あ
っ
た
。

河
内
の
取
引
相
手
に
砂
新
田
村
（
茨
田

郡
）
の
伊
勢
屋
勘
右
衛
門
と
西
老
原
村
（
志

紀
郡
）
の
久
右
衛
門
が
あ
っ
た
。
勘
右
衛

門
は
同
村
で
の
有
力
商
人
と
し
て
手
広
く

商
い
し
、
柴
屋
も
伊
勢
屋
に
は
先
金
を
渡

し
皮
屑
や
肥
類
を
買
付
け
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
関
係
か
ら
み
て
伊
勢
屋
は
柴
屋
に
と

っ
て
村
落
部
の
重
要
な
商
人
で
、
伊
勢
屋

も
村
内
の
細
工
職
人
な
ど
に
膠
を
売
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

＊
＊
＊

柴
屋
の
弘
化
三
年
か
ら
一
掃
永
四
年
ま
で
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表１和膠の取引相手と年度別取引状況 (単位／上：貢下：匁）

１５１１訂;iii字~irliH
弘化３年11月
〃４年10月

弘化４年11月
嘉永１年10月

嘉永１年11月
〃２年10月

嘉永２年11月
〃３年10月

嘉永３年11月
〃４年10月

小計

絵具屋
惣兵衛

５２

８５０

227

3255

109.5

1311

132.2

1802.4

520.7

7218.4

絵具屋

半兵衛

368 ３２６

２９８５３

５６

３９７

750

7996-34614

播磨屋

弥七

128

2542

46］ 204

2639.8

1３ 806

17085.8211762.02 1４２

大和屋
与兵衛

166

2168.5

２２９．４

１７３８４

３９５．４

３９０６９屋
衛

目
《
丘
〈

絵
宇

一宗

1723.1

32972.3

310

4845.5

2033.1

37817.8

熊野屋

新兵衛

375.5

6639.2

210

3224

７９

１１１７．７

664.5

10980.9

越前屋
夘兵衛

173

3475

173

3475

伊勢屋
勘右衛門

９６

９０４

262

2202

358

3106

津ノ国屋
藤右衛門

8８ ３８

３３８

126

13801042

大和屋
治助

178.5

2091.84

403 ５８１．５

６９２７．８４4836

信濃屋
吉兵衛

３６

５４４

３６

５４４

植木屋
弥兵衛

８５

１１８５

８５

１１８５

山田屋

四郎兵衛

168

1985.7

168

1985-7

絵具屋
源兵衛

168

1302

168

1302

菱屋

与兵衛
151.4

1618.6

l５Ｌ４

1618.6

筆屋
与左衛門

288.6

2703.1

288.6

2703.1

信濃屋

勘肋
８７

１１８１．５

87

11815

墨屋

定七
９２

７６１５

9２

761-5

絵具屋

勘四郎
3６ ３６

３０６306

播磨屋

幸兵衛
6０ ６０

８５６．２５8５６．３５

大塚屋

伊兵衛
2５．４

８３．２

2５．４

8３．２

絵具屋
治助

７２

５４６

７２

５４６

年度別鶚驚
2451.6

46478.5

2166.5

33682.86

1936.4

21097.9

122.5

1453

1000.6

10255.75 ］
8780.1

1129680］

の
五
年
間
平
均
出
荷
量
は
一
七
五
六
賞
、

平
均
売
上
高
は
銀
一
一
一
一
五
九
三
匁
六
分
、

金
に
換
算
し
て
二
三
五
両
で
あ
っ
た
。
こ

の
柴
屋
の
和
膠
生
産
を
支
え
た
皮
屑
な
ど

の
仕
入
先
の
村
々
の
広
が
り
に
つ
い
て
次

に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

近
世
の
東
八
尾
座
は
鶏
牛
馬
処
理
の
行

わ
れ
た
村
で
あ
っ
た
。
貞
享
五
（
一
六
八

八
）
年
に
河
内
国
高
安
郡
恩
智
村
庄
屋
か

ら
植
松
村
庄
屋
に
「
恩
智
村
領
内
牛
死
の

儀
ハ
古
ヨ
リ
八
尾
座
村
微
多
支
配
仕
来
申

候
ｌ
」
と
確
認
し
て
い
た
よ
う
に
、
若
江

郡
域
を
西
郡
村
東
歩
と
草
場
を
二
分
し
て

い
た
。
従
っ
て
村
内
で
の
皮
屑
・
「
に
く
」

な
ど
の
入
手
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
膠
の
原
料
と
し
て
は
不
十
分
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
膠
の
需
要
に
応
じ
て
摂

河
泉
の
か
わ
た
村
々
に
止
ま
ら
ず
大
和
、

播
磨
、
京
都
辺
か
ら
も
原
料
が
買
い
集
め

ら
れ
て
い
た
。
柴
屋
に
残
さ
れ
た
天
保
一

○
～
一
二
年
と
文
久
元
年
～
慶
応
元
年
に

か
け
て
の
皮
屑
仕
入
帳
に
そ
の
こ
と
が
物

語
ら
れ
て
い
た
。

表
２
．
３
を
参
考
対
比
し
て
み
る
と
、

原
料
の
村
内
自
給
量
は
天
保
期
文
久
期
を

通
じ
て
平
均
四
七
薑
で
あ
る
が
、
天
保
期

に
は
九
％
で
あ
っ
た
村
内
自
給
率
が
文
久

期
に
は
七
％
に
低
下
し
て
い
る
。
ま
た
天

保
期
で
は
摂
河
泉
の
供
給
量
が
平
均
三
○

六
貢
（
五
七
％
）
に
対
し
て
、
大
和
・
京

弘化３鑓11ﾉ」
}ノ４年10ﾉ」

弘化４年上1)］
嘉永１‘:,二二'ﾉヨ

嘉永１曲１ｺ
ﾘ2年

Ijj
Oj.：

嘉永２年11｣」

〃３年10)」
嘉永３４１芒ﾕﾕﾉﾖ
リ４隼二0月

小言.

絵具屋
惣兵術 850 １２Ｆ

109.5

1３１１

絵具屋
半兵衛

３６８

１６]４ 298

5６

397 9９６．３

播磨展

弥一:弓

ﾕ2８

2542

2（

269

1３

142

806

二7085.82

大和屋
与兵街

Z6６

2ﾕ6８－５

395.4

3906.9

京絵具屋
宇兵術

３]0

1845.5

2033］

37817-8

熊野展

新兵術

375

6639 1１１

664..

10980.9

越前犀

夘兵衝

二7３

3475

伊勢犀

勘右衛門

9６

９０４

262

22()２

358

31(〕６

津ノ国屋

藤右衛門

8８

1042

3８ 126

1380

大和屋

治助

178-5

2０９１８４

403

4836

58Ｌ{］

6927.84

信濃犀
吉兵衛

3６

５４４

3６

R４４

領木尾

弥兵衛

8５

｡］８５

8５

１１８５

１１１田屋

四郎兵衛

168

1985

168

198{〕､７

絵具屋

源兵衛
168

1302

菱屋
与兵術

二5二.４

二6二８．６

151.4

1618.6

筆屋

与左衛門
288.6

2703.日

信濃屋

勘助 二ｺ８Ｚ、tｉ

8７

１１８１－５

墨屋

定-1ｺ

9２

6二５

絵具屋

勘四郎

]６

}0６

3６

30〔)

播膳屋

幸兵衛
6０

8５６．３５

6０

8５６．２５

大塚屋

伊兵街
2５．４

８３２

絵具屋
治助 546

7２

546

fｉｆ度別
出荷量
売上高

#1ｂＬ６

46478.5

二6６．５

33682.86

｡９３６．４

2]097.9

122-5

1453

l()()0-6

10255-75

8780

112968
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表２皮屑供給地域と年度別取引状況

<天保10年～12年＞

l冑il1iWfi
東八尾座分 摂河泉分 大和京分 合計

銀高
銀高 銀高数量 数量 銀高 数量(貴）数量 銀高(匁）

なめし 5６．４８０ 1６．５２８ ８．２ 2.366 5２．２ 1６４０ 1１６．８８ 3５．２９４

古屑 2０．７３０ 3.403 6３ 8.808 3２２．１５ 4９．８７６ 4０５．８８ 6２．０８７

白屑 2.2 0.640 207-280 8２．９０９ 2０９．４８ 8３．５４９

上 6１．２８０ 2５．３４１ 9.4 3-591 7０．６８ 2８．９３２

天
保
十
年

あらい 0.2971.350 1３５ 0.3

縁

あく ｑ６ ０１１２ ６．５ 1２９８ ７.］ 1.4］

計

1914匁7分8１３６ 2０．９８ 3４６．２６ 120.722 3８３．７５ 6９－８６７ 8１１．３７ 2１１．５６９

l村14軒 1村15軒 6村21軒購入先

なめし 5.87］ 3９．８００ 116161５６７ 5５．４７ 1７．４８７

古屑 1３．４８ 2.066 1３－４８ 2.066

天
保
十
一
年

白屑 9.9 3.534 253 8８８６５ 262.9 9２．３９９

上 1４４０９３1５８．４６ 1５８．４６ 144.093

あらくず ２．５ 0.625 ２．５ 0.625

計

3９０５ 11.47］ 4１３．９６ 233.583 3９．８ 2505匁1分1１－６１６ 492.8］ 2５６．６７

購入先 1村７軒 5村20軒 1村１軒

なめし 6．４６ 4．８５６ 102.7 33.78］ 1０９１６ 3８．６３７

古屑 1６．４５ 3.336 34.19］ 3９．４７９ 50.64］ 4２．８１５

白屑 8２．９５ 2５．９ 8２．９５ 2５．９

ｒｌ－ユ 2４．６ 8９６ 2４６ 8９６天
保
十
二
年

新 8．６ 3９－２ 8.6 3９－２

縁 し５ 3－０８ 1.5 3．０８

すきぐず 1．９ 0.809 1.9 0-809

あらくず 4.2 0.776 4.2 0.776

計

２２．９］ 8.192 157.941 118.204 1563匁3分3厘102.7 3３．７８１ 283.551 160-177

購入先 l村５軒 4村.４軒 1村１軒

合計 5983匁1分9厘1４３－３２ 4０．６４３ ９１８．１６］ 472.509 5２６－２５ 115.264 1５８７．７３１１６２８．４１６

取引関係村均◎富田林村

更池村

新田村

池田村

瀬ヶ井村

平野村

西郡村

今津村、

◎山田村・

万才村

風根村

中井戸村

かせの村

岡崎村

分
は
一
七
五
貫
（
三
三
％
）
と
摂
河
泉
の

半
分
を
超
え
て
い
た
。
し
か
し
文
久
期
に

な
る
と
摂
河
泉
の
供
給
量
が
五
三
七
貴

（
七
五
％
）
と
、
東
八
尾
座
周
辺
の
南
・

中
河
内
地
域
か
ら
の
着
実
な
供
給
に
加
え

て
摂
津
渡
辺
村
か
ら
「
に
く
」
、
当
難
屑
を

中
心
に
供
給
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
播

磨
な
ど
の
遠
方
に
供
給
地
を
求
め
な
が
ら

も
大
和
・
播
・
京
分
は
一
三
一
貫
（
一
八

％
）
と
供
給
量
と
共
に
比
率
も
半
分
近
く

に
下
落
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
幕
末
に
か

け
て
の
各
地
域
で
の
膠
生
産
に
と
も
な
う

皮
屑
の
需
要
と
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
皮
屑
や
膠
の
運
搬
に

は
牛
馬
が
使
用
さ
れ
、
｜
俵
平
均
一
○
賞

の
荷
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
播
磨
行
の
駄
賃
は
銭
二
貴
八
四
六
文

で
あ
り
、
摂
津
渡
辺
村
行
の
場
合
は
銭
三

四
六
文
で
あ
っ
た
。
柴
屋
に
は
牛
馬
を
扱

う
仲
仕
と
し
て
こ
の
頃
、
平
治
郎
、
栄
次

郎
、
民
蔵
な
ど
が
出
入
し
て
い
た
。

和
膠
生
産
の
中
で
良
質
の
膠
生
産
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
「
に
く
」
の
場
合
、

産
地
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
地
元
で
と

れ
る
「
地
に
く
」
に
対
し
て
「
摂
州
に
く
」
、

「
播
州
に
巳
、
「
あ
わ
に
べ
」
と
呼
ば
れ

た
よ
う
に
、
冬
場
と
は
い
え
や
は
り
鮮
度

の
維
持
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

シ
フ
○

京八尾座分

数量 銀高

摂7i;:泉分

数量 銀高

大和京分

数量 銀高

合計

数量(賞） 銀高(匁）
銀高

なめし 5６．４８０ 1６．５２８ 8.2 2.366 5２．２ 1６－４０ 1１６．８８ 3５．２９４

古屑 2０７３０ ３．４０３ 6３ 8.808 3２２．１５ 4９．８７６ 4０５．８８ 6２．０８

白屑 2.2 0.640 207.280 8２－９０９ 2０９．４８ 8３．５４９

６１．２８０ 2５－３４１ 9.4 ３－５９１ ７Ｕ６８ 2８．９３２

あらい ］．３５０ ０．２９７ 1．３５ ０．３

縁

あく ０．６ ﾕ２ 6.5 Ｌ２９８ ４１

計 8ユ.３６ 2０ 3４６．２６ 120722 3８３．７５ 6９．８６７ 811.37 2ユ 569 1914匁7分

!i,lli入先 １村14軒 咄itijT5軒 6村21軒

なめし ﾕ６．６７ 39.800 1１．６１６ 5５．４７ 487

T二7屑 1３．４８ 0６ 1３．４８ ()6６

白眉 ９．９ ３．５３４ 253 8８．８６５ 262.9 399

上 ]５８．１１６ Ｍｄ,０９３ 1５８．４６ 093

あらくず 2.5 〔).625 2.5 625

計 ､３９．０５ 1１．４７１ 4]３９６ 233.583 3９．８ 1１．６１６ 4928ユ 2F 6７ 2505匁1分

購入先 l村７軒 5村20軒 １村１粁

なめし ６－４６ ４．８５６ 102.7 3３．７８１ l()９－１６ 637

TIT屑 1６．４５ 3.336 ３４ユ９］ 3９．４７９ 5０．６４１ ､８]５

白眉 8２－９５ 8２－９５ -９

_上 2４．６ 9６ 2４－６ 9６

新 ８６ ８．６

縁 1．５ ０８ 1－５ 0８

.，-きくず 1-9 ８０９ 1.9 8()９

あらくず ４２ 776 4-2 776

計 ２２．９］ ８．］９２ 1５７．９４１ 1１ 204 102 3３．７８１ 2８３５５１ 1６ 1７７ Z563匁3分3厘

W#入先 1;hj,５噂1２ ４村４軒 l誼１軒

合計 1４３．３２４０．６４３ ９１８．１６ユ４７２．５０９ 526251二15.264 ﾕ５８７．７３１ 628.416 5983匁1分9厘
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表３皮屑供給地域と年度別取引状況

く文久元年～慶応元年＞

へ地域 東八尾座分 摂河泉分 大和。播。京分 合計

屑皮Ｆ１へ 数量 銀高 数量 銀高 数量 銀高 数量(貢） 銀高(匁）

なめし１．１５８．７８１１．２８６．２４１２．３５９５．０２

古屑３．１９．８３５３．５283.55５６．６293.38

沓娃６．５48.04６．５48.04

当難屑22.65162.67lＬ１０７３．５33.75236.17

計２６．９181.28７５．８443.29６．５48.04109.2672.61

購入先１村２軒１村２軒１村１軒
なめし64.72523.9439.52371.5696.15639.37２００．３９1534.87

上屑８１．４503.873.61687.97155.01119Ｌ７７

古屑４．８21.24１５．７100.56３７161.85５７．５283.65
すじ７５．４533.75３．５210.44７８．９744.19

沓鮭97.93800.3197.93800.31

当難屑122.75７００367.752665.2490.53365.2

花緒屑20.7259.8820.7259.88
にべ２２．３１４２．３５１２３．１９２８．９３145.4１０７１．２８

黒皮古沓32足６４６４

その他１．６４．６４４５１３241.6３．９29.4750.63275.71
計193.871249.82765.855483.01337.262658.031296989390.86

購入先１村10軒８村23軒６村10軒
なめし５．６８44.45１４６．６１1364.5152.291408.95

上屑３．６８２８．７71.92655.14７５．６683.84

古屑242.41626.2１９０893.73432.42519.93

すじ５０．５326.32２６200.16７６．５526.48

沓畦２．３５23.95２．３５23.95

当難屑６．０８107.71６３．５773.9769.58881.68

花緒屑１４．１109.25１４．１１０９２５
にべ２０．４１５５．６２０．４１５５．６

黒皮42.15231.8242.15231.82

その他121.511617.43Ｌ７１８２５123.211635.68
計15.44180.86775.446884.18217.71112.141008.588177.18

購入先１村.４軒７村７軒１村１軒
なめし１．２６１２．６１．２６１２．６

上屑103.66910.24103.66910.24

古屑１．９９．５２８．７134.5３０．６１４４
すじ２０．７132.5２０．７132.5

沓軽２．２６２２．４２．２６２２．４
当難屑261.193013.4６７．２228.37328.393241.77

文
久
元
年

文
久
二
年

文
久
三
年

兀
法
元
年

当難屑

花緒屑 13.821108.04

273.66124226
13.821108.04
273.6612422.6にべ

黒皮

その他
あらい

計

購入先

なめし

上屑

古屑

２４．８１３８２４．８１３８

２０．９１４２．６８２０．９１４２．６８

１６．９１１８．３２１６．９１１８．３２

１．９９．５７３９．１５７０２０．７８９５．９３６２．８７８３６．９５７３９３．１５

１村１軒６村10軒１村１軒
22.211269.61２２２１269.61

1２４．８２１１６２５．４ 1２４．８２１１６２５．４

5６．８７１１５０４．９７ 5６．８７１５０４．９７允一鍵慶
応
元
年

屑
屑
他
先

難
緒
べ
皮
の
入
計

当
花
に
黒
そ
計
購
合

7.761126.83
1.11128.56

7.761126.83
1.11128.56

１１４．３５１１９７．５７１１４．３５１１９７．５７

３２７．１２3752.94３２７．１２３７５２．９４

３村４軒
238.1111621.462683.36123584.2657.3614181.083578.8329296.74

取引関係村々 ◎富田林村
有馬村
中城村・
池田村
平野村
渡辺村

村
村
村

井
村
田
村
村
部

ヶ
郡
新
穴
太
田

瀬
西
砂
塩
信
矢

◎風根村風呂谷村
三木吉田村銭座村・
きび村・池ノ俊村
ひだ村

東八尾座分

数量 銀i司

摂河泉分

数量 銀高

大矛|｣・播・京分

数最 銀高

合計

数量(貢） 銀高(匁）

なめし ８．７８ lＬ２ 8６２４ 二２－３５ 9５０２

古屑 ９－８３ 5３－５ 2８３．５５ 5６－６ 2９３．３８

沓軽 48.04 ６．５ 4８．０４

当難屑 2２ 1６２．６７ 1Ｌ１０ 7３．５ 3３－７５ 2３６．１７

計 2６ 1８１．２８ 7５．８ 4４３．２９ 4８０４ 1０９．２ 6７２．６１

l騰入先 ﾄ１ ２軒 己ボー」 ２軒 村 １』i雷

なめし 6４ 5２３．９４ 3９．５２ 3７１．５６ 9６ 6３９－３７ 2００．３９ 1534.87

'二屑 ８１．４ 503.8 6８７．９７ 155-01 1191.77

.古屑 ２１－２４ 1５－７ 二()().５６ ﾕ６ユ.６６ ij７．５ 2８３．６５

フーレ 7５．４ 5３３．７５ ２ﾕ0．４４ 7８．９ 744ユ９

沓鞍 ９７．９３ 8００－３１ 9７．９ 800.3ユ

当難屑 ﾕ2２．７５ 700 3６７．７５ 2665.2 490.5 6５．２

花緒屑 2０．７２ 5９．８８ 2０－７２ 5９８８

にべ 2２．３ 142.35 1２３．１ 9２８．９３ ﾕ4５．４ lＯ７Ｌ２８

黒皮 古沓32足 6４ 6４

その他 Ｌ６ ４．６４ ４５.ユ３ 24Ｌ６ 〕.９ 9．４７ 5０－６３ 2７５－７１

1９３．８７ 二2４９．８２ 7６５．８５ ５４８３０１ 3３７－２６ 2658.03 1296.98 9390.86

MW入先 ]杓 L01杯 ８柄 3軒 6村 0軒

なめし ５－６８ 4４－４５ 1４６－６１ 1364.5 1５２－２９ 1408.95

11時 ３．６８ 2８ 7１９２ 655.己ｲＩ 7５－６ 6８３．８４

古屑 242-4 1626.2 190 8９３．７３ 432.4 2519.93

すじ 5０．５ 3２６．３２ 2６ ２００．１６ 7６－５ 5２６．４８

沓覗： 2．３５ 2３．９５ ２．３５ 2３．９５

当難屑 ６．０８ 1０７．７１ 6３．５ 7３．９ 6９．５８ 88ユー６８

花緒屑 ]４.］ １０９．２５ 14.1 1０９．２５

にべ ２０.`Ｉ 155.6 2０．４ １５５．６

黒皮 ４２.］５ 23182 ４２.］５ 2３１－８２

その他 1２１５１ 1617.43 1８．２５ 1２３．２１ 1635-68
－◇.■

ﾕ５．４４ 1８０．８６ 7７５－４４ 6884.18 217 1112-ユ４ ﾕ〔)0８－５８ 8177-18

脳入先 1病 ４軒 jｈ ７軒 i丙’ Ｚ軒

なめし Ｌ２６ 1２．６ Ｌ２６ 二２．６

［=屑 1０３．６６ 910.2'１ 1０３－６６ 910.24

1:T屑 Ｌ９ 9.5 2８ ]３４．５ 3０－６ 144

すじ 2０ 132.5 132.5

沓桂 ２．２６ 2２－４ 2．２６ 2２－４

:!i難屑 2６１．１９ 3013.4 6７ 2２８－３７ 3２８－３９ 324Ｌ７７

花締屑 1３．８２ ﾕ08.04 1３．８２ l()８－０４

にべ 2７３．６６ 2422.6 2７３．６６ 2422-6

黒皮 2４．８ 138 ２４－８ 138

その他 2０．９ 142.68 2０．９ 1４２．６８

あらい 1６．９ 1１８３２ 1６９ 1１８－３２
言~－
已已 :、９ 9.iｊ 739.：５ 020.78 9５．９ 362.87 8３６．９５ 7393．［５

購入先 1１ １iir8 6１ 10軒 引紙 ユ軒

なめ1‘ ２２．２ユ 2６９．６１ ２２．２二 2６９．６１

'二屑 1２４．８２ ]６２５．４ 1２４．８２ 1625.4

t:｢屑 5６．８７ 5０４．９７ 5６．８７ 5０４．９７

すじ

沓鞁

当難屑 ７．７６ z2６．８３ 7６ 1２６．８３

雅鯖屑 1．１１ 2８．５６ 1１ 2８－５６

にべ

黒皮

その他 ＩＸ４－３５ 1197.57
■■

－．■ ﾕ197

書~－
B■■

327.Ｚ２ 3752.94 3２ ﾕ２ 3752.94

購入先 3;１ 4軒

合計 238ユ１１二621.46 2683.36123584.2 6５７．３６4181.08 〕5７ 8３ ２９２９６－７４
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藤
原
豊
さ
ん
よ
り
「
近
世
後
期
の
部
落

寺
院
ｌ
摂
州
川
辺
郡
火
打
村
を
中
心
に

ｌ
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
報
告
が
あ

っ
た
。「
犠
寺
帳
」
に
お
い
て
「
稜
寺
」
と
さ

れ
た
火
打
村
の
勝
福
寺
が
、
天
保
一
二
二

八
四
二
年
に
本
山
に
お
い
て
「
白
地
」

同
様
に
取
り
扱
っ
て
欲
し
い
旨
の
願
書
を

提
出
し
た
。
西
本
願
寺
所
蔵
「
摂
津
国
諸

記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
事
例
を
も
と

に
、
あ
た
か
も
自
明
の
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
な
前
提
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る

い
わ
ゆ
る
「
稔
寺
」
の
概
念
の
整
理
を
お

こ
な
う
こ
と
が
報
告
の
主
題
で
あ
る
。

要
旨
は
、
①
在
地
・
本
山
・
公
儀
・
勝

福
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
稔
寺
」
認
識
を
持

っ
て
い
る
。
近
世
後
期
に
お
け
る
「
艤
寺
」

は
、
「
稔
村
」
と
の
関
係
を
軸
に
認
識
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
時
点
の
実
際
の
状
況
と

い
う
よ
り
も
、
認
識
す
る
主
体
の
判
断
で

決
め
ら
れ
社
会
全
体
と
し
て
の
共
通
認
識

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
②
本
願
寺
に
お

け
る
「
稔
寺
」
Ⅱ
幕
府
に
お
け
る
「
稜
多
」

身
分
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
一
一
一
一
口
え
ず
、
「
稔

寺
」
の
檀
家
に
は
、
幕
府
が
規
定
し
た
「
稔

多
」
な
ど
の
被
差
別
民
と
共
に
、
そ
の
他

一
般
の
身
分
の
人
々
も
取
り
込
ま
れ
て
い

霧鑿
:i嵐蕊:禦蕊
;::鐸i:i鐘÷屠Z爵:

近
世
部
会

九
九
七
年
四
月
二
六
日

主
な
意
見
を
以
下
に
あ
げ
る
。
①
慶
長

年
間
に
真
一
一
一
一
口
宗
か
ら
転
宗
し
た
と
あ
る
の

は
疑
わ
し
い
。
住
職
に
通
字
が
無
い
こ
と

か
ら
も
、
当
初
か
ら
、
住
職
家
が
決
ま
っ

て
い
な
い
惣
道
場
（
村
持
道
場
）
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
財
力
の
あ
る
場
合
、

稔
寺
に
看
坊
（
天
保
期
ま
で
看
坊
と
書
か

れ
て
い
る
）
と
し
て
一
般
か
ら
住
職
に
な

る
こ
と
も
あ
る
。
③
百
姓
又
右
衛
門
取
立

に
よ
っ
て
と
い
う
表
現
に
は
、
自
分
た
ち

が
百
姓
だ
と
い
う
主
張
が
あ
る
と
い
え

る
。
④
火
打
村
に
皮
革
業
が
持
ち
込
ま
れ

て
、
寛
政
～
文
化
の
こ
ろ
に
村
の
転
換
点

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
文
化
二
年
姫

路
藩
専
売
）
。
⑤
火
打
村
で
馬
皮
の
韓
が
行

わ
れ
、
外
か
ら
働
く
人
が
流
入
し
て
く
る

（
関
・
淡
路
の
部
落
）
と
他
所
の
者
を
穣
多

に
し
て
自
分
た
ち
は
違
う
と
主
張
し
始
め

る
（
文
化
年
間
に
大
坂
町
奉
行
所
に
自
分

必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

報
告
を
う
け
て
、
勝
福
寺
・
そ
の
住
職
・

火
打
村
．
そ
こ
で
暮
ら
す
人
び
と
な
ど
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
し
合

わ
れ
、
本
願
寺
の
史
料
を
使
う
こ
と
か
ら

見
え
て
こ
な
い
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
も

た
。
③
「
火
打
皮
多
」
の
存
在
が
確
認
で

き
る
が
、
公
儀
に
お
い
て
は
「
白
地
」
同

様
で
あ
っ
た
の
で
勝
福
寺
の
檀
徒
が
全
て

「
穣
多
」
身
分
で
あ
っ
た
の
か
は
、
疑
問

が
残
る
。

一
九
九
五
年
に
『
京
都
の
部
落
史
』
１

（
前
近
代
）
の
通
史
が
刊
行
さ
れ
て
、
一

八
年
を
か
け
て
取
り
組
ま
れ
た
大
き
な
事

業
が
完
結
し
た
。

特
に
一
九
八
四
年
、
八
五
年
そ
し
て
八

七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
都
の
部
落
史
』

６
．
７
．
８
（
史
料
近
代
１
．
２
．
３
）

と
、
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
通
史
の
２
（
近

現
代
）
は
、
こ
れ
か
ら
大
阪
の
部
落
史
の
、

特
に
近
代
・
現
代
の
資
料
収
集
・
編
集
に

関
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
大
き
な
業
績
と

し
て
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
通
史
の
２
の
近
代
に
絞
っ

て
検
討
し
て
み
る
。

た
ち
は
、
皮
多
で
は
な
い
と
訴
え
て
い

る
）
。
⑥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
と
し
て

は
、
寛
保
年
間
に
木
津
村
と
渡
辺
村
が
喧

嘩
し
た
際
に
火
打
村
が
巻
き
込
ま
れ
、
機

＝
＝

は
じ
め
に

評
「
京
都
の
部
落
史
」
２
（
近
現
代
）

『
京
都
の
部
落
史
』
の
通
史
２
（
近
現

代
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
事
実
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

し
、
大
阪
の
部
落
史
を
考
え
る
時
に
も
欠

か
せ
な
い
問
題
意
識
も
数
多
く
触
れ
ら
れ

て
い
る
。

例
え
ば
第
一
章
「
解
放
令
の
発
布
」
で

は
、
人
力
車
の
車
夫
か
ら
交
通
関
係
の
仕

事
に
つ
く
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
や
（
四

五
頁
）
、
堤
防
エ
事
に
従
事
す
る
な
か
か
ら

土
建
業
へ
進
む
部
落
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
て
（
四
六
頁
）
、
い
わ
ゆ

る
部
落
産
業
の
変
遷
を
考
え
る
う
え
で
示

唆
と
な
る
。

第
二
章
「
水
平
運
動
と
融
和
運
動
の
出

発
」
で
は
、
米
騒
動
は
多
く
の
部
落
で
は

貧
困
層
を
主
体
と
し
て
起
こ
っ
た
が
、
一

多
と
か
か
れ
て
い
る
。
な
お
『
歴
史
研
究
』

詞
号
大
阪
教
育
大
学
紀
要
一
九
九
七
年

三
月
）
同
氏
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

渡
辺
俊
雄
（
部
落
解
放
研
究
所
）

一
、
大
阪
の
部
落
史
と
関
わ
っ
て

J蕊
一近
九世
九部

ｉｆ≦
Ｈ

六

書

評

渡
辺
俊
雄
（
部
落
解
放
研
究
所
）

「
扉
都
の
部
落
史
」
２
（
近
現
代
）
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部
に
は
有
力
者
が
リ
ー
ド
し
た
場
合
も
あ

る
な
ど
（
’
三
三
頁
）
、
多
様
な
姿
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
部
落
改
善
事
業
の
な
か

で
託
児
所
が
地
域
の
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
面
白
い
し

二
七
六
頁
）
、
別
府
的
ケ
浜
事
件
で
著
名

な
篠
崎
蓮
乗
が
、
そ
の
後
丹
波
で
活
動
し

て
い
た
（
の
ち
に
自
殺
）
と
い
う
の
も
新

し
い
知
識
で
あ
る
（
二
三
四
頁
）
。

第
三
章
「
戦
争
の
進
行
と
融
和
新
体
制
」

で
は
、
か
っ
て
の
水
平
社
の
活
動
家
が
更

生
委
員
会
書
記
へ
転
身
し
た
事
例
や
（
二

八
八
頁
）
、
京
都
市
内
で
は
戦
時
下
の
同
和

事
業
の
基
本
が
京
都
市
厚
生
報
国
会
で
あ

り
、
同
和
奉
公
会
は
補
助
機
関
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
三
七
二
頁
）
。

そ
の
他
、
直
接
に
大
阪
に
関
連
す
る
記

述
も
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
事

実
は
さ
ら
に
究
明
す
る
こ
と
が
私
た
ち
の

課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
列
記
す
る
。

（
七
三
頁
）
森
秀
次
一
’
八
九
一
年
大
阪

府
会
議
員
選
挙
で
の
差
別
事

件
、
（
九
四
頁
）
有
志
懇
談
会

（
一
○
一
頁
）
一
九
○
三
年
第
五
回
内
国

勧
業
博
覧
会
（
靴
産
業
百
年
史
）

二
○
二
頁
）
大
阪
屠
場
株
式
会
社

（
一
二
一
一
一
頁
）
本
照
寺

（
二
二
二
頁
）
一
九
二
三
年
、
全
水
幹
部

の
上
京
（
南
鼎
三
ら
と
懇
談
）

と
こ
ろ
で
『
京
都
の
部
落
史
』
２
（
近

現
代
）
を
通
史
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
い

う
点
か
ら
読
む
と
、
評
価
は
分
れ
る
だ
ろ

シ
フ
ｏ通
史
と
い
う
か
ら
に
は
、
時
期
区
分
し

た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
部
落
の
実
態
、
水

平
社
・
融
和
団
体
、
行
政
の
せ
め
ぎ
あ
い

と
い
っ
た
姿
を
描
い
て
欲
し
か
っ
た
。

第
一
章
は
各
節
が
「
１
。
明
治
維
新
と

京
都
の
部
落
」
「
２
・
部
落
の
窮
乏
化
と
自

主
的
改
善
運
動
」
「
３
。
上
か
ら
の
改
善
事

業
」
と
、
ほ
ぼ
時
代
を
追
っ
て
記
述
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
ト
ー
タ
ル

な
「
京
都
の
部
落
」
像
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。し
か
し
第
二
章
、
第
三
章
の
節
は
基
本

的
に
テ
ー
マ
別
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

第
一
一
章
第
一
一
節
で
一
九
二
六
年
の
融
和
団

（
二
四
一
一
一
頁
）
一
九
二
六
年
、
浜
松
日
本

楽
器
争
議
、
松
田
喜
一
と
朝
田

善
之
助

（
三
八
二
頁
）
’
九
四
一
一
年
、
栗
須
喜
一

郎
（
西
日
本
都
市
同
和
運
動
協

議
会
結
成
の
動
き
、
流
産
）

（
三
八
八
頁
）
’
九
四
五
年
、
大
阪
市
立

港
南
国
民
学
校
の
模
範
的
少
年

団
活
動
の
見
学

二
、
通
史
と
し
て
の
評
価

体
連
合
会
ま
で
が
叙
述
さ
れ
た
後
に
、
第

三
節
で
改
め
て
一
九
一
一
二
年
の
水
平
社
の

創
立
か
ら
の
運
動
の
叙
述
が
き
て
い
る

し
、
第
三
章
第
一
節
で
一
九
三
七
年
の
伊

東
茂
光
の
活
躍
ま
で
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と

に
、
第
二
節
で
一
九
二
八
年
の
普
選
運
動

に
遡
っ
て
ま
た
水
平
社
の
運
動
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
欠
点
か
ら
く
る
最
大
の
問
題

は
、
第
三
章
第
三
節
「
融
和
新
体
制
の
確

立
と
崩
壊
」
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
つ
ま
り
、
同
章
第
二
節
ま
で
は
健
全

な
運
動
を
し
て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
た

水
平
社
が
、
第
三
節
で
は
突
然
に
戦
争
協

力
へ
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

水
平
社
の
転
換
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、

じ
っ
は
生
活
擁
護
闘
争
に
取
り
組
み
始
め

た
そ
れ
以
前
の
水
平
運
動
そ
の
も
の
に
あ

り
、
そ
の
内
的
な
要
因
の
分
析
が
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
の
叙
述
で
は
融

和
運
動
は
融
和
運
動
、
水
平
社
は
水
平
社

と
し
て
叙
述
し
て
い
る
か
ら
、
結
局
、
戦

争
協
力
に
転
換
す
る
の
は
外
的
な
要
因
つ

ま
り
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

別
の
節
立
て
は
、
不
可
能
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
第
二
章
を
／
米
騒
動
／

水
平
社
創
立
当
時
／
階
級
闘
争
路
線
へ
の

転
換
、
第
三
章
を
／
恐
慌
期
／
高
松
闘
争

時
／
戦
時
下
な
ど
に
時
期
区
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
の
部
落
の
実
態
、
水
平
社
・

融
和
団
体
、
行
政
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
い
っ

た
姿
を
描
い
て
欲
し
か
っ
た
。

そ
の
他
、
個
々
の
記
述
に
も
誤
り
も
あ

る
が
、
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
こ
こ
で
は

触
れ
な
い
で
お
く
。

た
だ
全
体
に
、
史
料
編
で
は
意
識
さ
れ

て
い
た
文
化
や
思
想
の
テ
ー
マ
が
通
史
で

は
ほ
と
ん
ど
生
か
さ
れ
て
い
な
い
し
、
部

落
と
部
落
外
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
部
落
像

を
描
い
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
課
題
も
残

っ
た
。
水
平
運
動
史
の
評
価
は
基
本
的
に

左
派
を
相
変
わ
ら
ず
軸
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
ま
た
、
発
刊
が
す
で
に
数
年
前

で
あ
る
こ
と
か
ら
や
む
を
得
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
朝
鮮
・
ア
ジ
ア
の
視
点
（
植

民
地
支
配
、
侵
略
戦
争
、
皮
革
・
食
肉
・

米
の
移
入
、
在
日
朝
鮮
人
と
の
関
係
な
ど
）

や
、
他
の
被
差
別
者
へ
の
ま
な
ざ
し
と
い

っ
た
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

な
お
今
年
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
要
素
を
ふ

ん
だ
ん
に
折
込
み
、
カ
ラ
ー
で
印
刷
し
た

『
埼
玉
の
部
落
』
が
刊
行
さ
れ
、
大
き
な

反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

通
史
編
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
一
○

年
後
に
求
め
ら
れ
る
通
史
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
考
慮
し

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
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む
こ

「
婿
弐
こ
ん
の
い
な
い
結
婚
式
」
と
い
う

奇
妙
な
民
俗
事
例
が
二
つ
、
『
被
差
別
部
落

の
民
俗
伝
承
』
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
堺

か
し
い

と
樫
井
の
こ
し
」
で
あ
る
。

堺
で
は
、
「
結
婚
の
日
、
嫁
さ
ん
は
婿
さ

ん
と
並
べ
へ
ん
。
嫁
さ
ん
だ
け
、
婿
さ
ん

の
親
も
と
へ
入
っ
て
、
そ
こ
で
膳
置
い
て

式
し
は
る
だ
け
。
」
と
い
い
、
樫
井
で
は
、

「
む
か
し
は
嫁
さ
ん
だ
け
座
っ
た
。
夜
、

仲
人
、
嫁
さ
ん
迎
え
に
い
く
。
両
親
と
親

戚
の
濃
い
人
が
つ
い
て
く
る
。
家
の
玄
関

か
ら
嫁
さ
ん
す
っ
と
入
る
。
仏
壇
の
所
へ

い
っ
て
お
が
む
。
三
三
九
度
の
盃
は
、
親

子
の
盃
で
、
婿
さ
ん
出
て
こ
な
い
。
婿
さ

ん
は
酒
盛
り
始
ま
っ
た
ら
出
て
き
た
。
」
と

い
シ
フ
。

こ
の
場
合
、
嫁
が
婚
礼
の
主
役
と
な
っ

て
お
り
、
婿
は
従
属
的
な
存
在
と
意
識
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
嫁
と
婿
が
三
三

め
お
と
さ
か
ず
き

九
度
の
盃
（
夫
婦
盃
）
を
か
わ
す
儀
礼
が

な
い
の
も
、
今
で
は
不
思
議
に
思
え
る
が
、

実
は
、
祝
言
（
披
露
宴
）
そ
の
も
の
の
目

的
が
本
来
、
「
親
子
成
り
」
す
な
わ
ち
婿
の

し
ゅ
う
と
め

両
親
、
特
に
母
（
姑
）
と
の
「
親
子
盃
」

を
か
わ
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
婿

図
書
紹
一
論
溌
》
議
繊
Ⅲ
議
馴
部
落
鰯
鏡
一
俗
祷
雫
霧
軸
…
｝
泙
巍
》
阪
懲

婿
さ
ん
の
い
な
い
結
婚
式

の
属
す
る
社
会
へ
の
加
入
を
披
露
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
が
た
め
、
そ
の
場
に
婿
が
い

な
く
と
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
婚
礼
の
「
夫
婦
盃
」
が
儀

礼
と
し
て
様
式
化
さ
れ
る
の
は
、
室
町
時

代
の
武
家
社
会
か
ら
で
あ
り
、
伊
勢
流
・

小
笠
原
流
な
ど
の
礼
法
に
よ
っ
て
整
備
さ

れ
、
次
第
に
民
間
に
広
ま
っ
た
に
過
ぎ
な

い
。
狭
い
ム
ラ
内
の
婚
礼
で
は
、
二
人
の

ち
ざ

契
り
は
す
で
に
済
ん
で
お
り
、
く
う
さ
ら
衆

人
環
境
の
中
で
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
盃
の

儀
式
な
ど
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

ア
ブ
。も
っ
と
も
、
中
山
太
郎
の
『
日
本
婚
姻

史
』
（
昭
和
三
年
春
陽
堂
発
行
）
に
よ
る
と
、

ふ
げ
し
す
ず

石
川
県
の
鳳
至
・
珠
洲
の
村
落
な
ど
で
も

「
夫
婦
盃
」
は
な
く
、
婚
礼
当
夜
、
婿
が

列
座
し
な
い
と
い
う
習
俗
が
あ
る
こ
と
に

触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の

そ
れ
は
、
三
河
地
方
な
ど
で
、
結
婚
当

夜
、
嫁
を
「
お
え
び
す
様
に
あ
げ
る
」
と

称
し
て
、
新
夫
婦
は
共
寝
し
な
い
が
、
こ

れ
は
、
「
初
夜
権
」
を
神
（
実
際
は
神
官
と

中
山
は
考
え
て
い
る
）
が
も
っ
て
い
た
か

触
れ
て
、
次
（

は
興
味
深
い
。

松
原
右
樹
（
大
阪
府
立
伯
太
高
校
）

ま
れ
き

ら
で
あ
る
と
す
る
。
中
山
は
各
地
に
見
ら浄
」
』
つ

れ
る
「
夫
婦
の
盃
も
せ
ず
、
そ
の
夜
は
〈
ロ

き
ん

衾
せ
ぬ
」
婚
礼
習
俗
を
、
神
事
に
基
づ
く

古
代
の
発
す
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
神

が
初
夜
権
を
行
使
さ
れ
る
間
、
婿
は
所
在

を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
説

明
し
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
古
代
社
会
で
は
、
男
女
の

れ
い
せ
つ

第
一
夜
は
逢
わ
な
い
で
も
ど
る
の
が
礼
節

み
さ
お

で
あ
り
、
神
へ
の
操
だ
て
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
記
紀
や
万
葉
の
世
界
に
見
ら

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

れ
る
。
例
え
ば
古
事
記
で
、
大
国
主
へ
叩

い
な
か
わ
ひ
め
よ
ぱ

が
沼
河
比
一
元
に
「
婚
い
」
し
た
時
、
「
其
の

あ
く
る
ひ

み
あ

夜
は
合
は
ず
て
、
明
日
の
夜
、
御
〈
ｐ
ひ
し

た
ま
ひ
き
。
」
と
あ
る
や
う
に
、
第
一
夜
を

見
送
る
の
が
古
代
か
ら
の
し
き
た
り
で
あ

て
い
じ
よ
う
ざ
つ
き
い

っ
た
。
江
戸
時
代
の
『
貞
丈
雑
記
』
（
伊

せ
さ
定
た
け

勢
貞
丈
）
に
よ
る
と
、
「
婚
礼
」
の
「
婚
」

は
「
昏
」
で
「
日
暮
れ
」
の
こ
と
と
い
う
。

か
し
よ
く

ま
た
、
「
華
燭
の
典
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
も
あ
る

よ
う
に
、
婚
礼
は
神
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

夜
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
感

覚
が
ム
ラ
の
婚
礼
習
俗
に
息
づ
い
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

古
代
部
会
’
二
月
八
日
（
土
）
午
後
二
時

研
究
会
の
日
程

井
上
満
郎
・
京
都
産
業
大
学

中
世
部
会
’
一
○
月
一
八
日
（
土
）
午
後
二

時
吉
田
徳
夫
・
関
西
大
学

近
世
部
会
’
二
月
一
五
日
（
土
）
午
後
二

時
藤
原
有
和
・
関
西
大
学

近
代
部
会
’
一
○
月
二
五
日
（
土
）
午
後
二

時
秋
定
嘉
和
・
池
坊
短
期

大
学

｡

１

婿
さ
ん
の
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な
い
結
婚
式

農
れ
き

松
原
右
樹
（
大
阪
府
立
伯
太
高
校
）
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