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は
じ
め
に

　

江
戸
周
辺
に
設
定
さ
れ
た
幕
府
鷹
場
の
研
究
は
、こ
れ
ま
で
制
度
論
、

広
域
支
配
論
、
地
域
編
成
論
、
権
力
編
成
論
、
儀
礼
論
、
地
域
社
会
論

な
ど
、
個
別
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
多
様
な
視
点
か
ら
進
め
ら
れ
、
多

く
の
成
果
を
上
げ
て
き
た（

１
（。

し
か
し
、
幕
府
鷹
場
の
範
囲
の
歴
史
的
変

遷
や
化
政
期
か
ら
幕
末
期
ま
で
の
放
鷹
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
研
究
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
ま
た
鷹
狩
り
の
意
義
、
鷹
場
の
定
義
と

い
っ
た
鷹
狩
り
・
鷹
場
の
基
本
的
な
理
解
を
め
ぐ
っ
て
も
研
究
者
間
で

意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
課
題
も
少
な
く
な
い
。
従
来
の

幕
府
鷹
場
の
研
究
で
は
、
江
戸
周
辺
の
御
拳
場
に
偏
重
し
た
鷹
場
論
が

展
開
し
、
御
捉
飼
場
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
な
鷹
場
研
究
は
き
わ
め
て
少

な
い（

２
（。

鷹
場
は
本
質
的
に
「
鷹
狩
り
の
場
」
で
あ
り
、
そ
の
前
提
の
う

え
に
政
治
的
・
社
会
的
特
質
を
究
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
幕
府
鷹
場
、
と
り
わ
け
御
拳
場
と
江
戸
の
町
と

の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
御
拳
場
と
は
享
保

期
の
幕
府
放
鷹
制
度
の
復
活
の
な
か
で
編
成
さ
れ
た
鷹
場
の
一
種
で
あ

り
、将
軍
が
鷹
狩
り
に
出
か
け
る
「
江
戸
五
里
四
方
」
の
鷹
場
で
あ
り
、

鳥
見
と
呼
ば
れ
る
幕
府
役
人
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
る
特
徴
を
も
っ
て
い

る
。
従
来
の
鷹
場
研
究
で
は
、
御
拳
場
の
範
囲
は
堀
江
家
文
書
の
「
御

城
よ
り
五
里
四
方
鷹
場
惣
小
絵
図（

３
（」

に
示
さ
れ
た
御
府
内
を
除
く
江
戸

廻
り
六
筋
の
範
囲
と
さ
れ
、
御
府
内
の
外
側
の
一
帯
で
あ
り
、
都
市
化

し
た
江
戸
の
町
が
鷹
場
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
想
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
筆
者
が
御
拳
場
は
江
戸
城
の
外
濠
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る（

４
（と

、
山
﨑
久
登
氏
に
よ
っ
て
都
市
・
江
戸
と
鷹
場
（
御
拳

場
）
と
の
関
係
が
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る（

５
（。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
江
戸
の

町
の
鷹
場
（
御
拳
場
）
の
範
囲
は
筆
者
が
指
摘
し
た
江
戸
城
外
濠
よ
り

外
側
に
位
置
す
る
町
々
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
は
御
拳

場
で
は
な
い
が｢

御
拳
場
近
辺
町｣

と
呼
ば
れ
る
町
方
が
存
在
し
、
鷹

場
に
か
か
わ
る
負
担
や
規
制
の
下
に
あ
り
、
そ
の
ほ
か
郭
内
（
市
中
）

で
あ
っ
て
も
鷹
場
の
規
制
を
受
け
、古
町
の
な
か
に
は
「
御
鷹
御
用
宿
」

を
担
っ
て
い
た
町
方
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
②
享
保
期
以
降
、
御
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拳
場
で
行
わ
れ
て
い
た
浪
人
統
制
は
当
初
か
ら
在
方
よ
り
も
町
方
で
強

固
に
実
施
さ
れ
、規
制
の
基
準
も
段
階
的
に
強
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
③
享
保
期
以
降
、
御
拳
場
で
行
わ
れ
て
い
た
犬
取
扱
い
の
規

制
も
江
戸
の
町
方
で
は
御
拳
場
の
み
な
ら
ず
「
御
拳
場
近
辺
町
」
や
江

戸
城
門
外
明
地
で
も
実
施
さ
れ
、
宝
暦
期
に
は
犬
の
取
り
捨
て
が
鳥
見

に
よ
っ
て
一
元
管
理
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
都

市
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
鷹
場
制
度
と
い
う
、
新
た
な
像
が
見
え

て
く
る
」
と
と
も
に
、「
鷹
場
は
、
江
戸
を
中
心
と
し
た
地
域
編
成
の

た
め
の
制
度
と
し
て
機
能
す
る
一
方
、
江
戸
と
い
う
都
市
そ
の
も
の
を

維
持
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
山
﨑
氏
は
江
戸
の
町
と
幕
府
鷹
場
（
御
拳
場
）
と
の

関
係
に
つ
い
て
新
し
い
事
実
と
知
見
を
示
し
た
が
、
鷹
場
や
都
市
の
鷹

場
機
能
の
捉
え
方
に
は
疑
問
点
が
少
な
く
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

幕
府
鷹
場
は
江
戸
の
都
市
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

将
軍
の
鷹
狩
り
を
遂
行
す
る
た
め
に
江
戸
の
町
方
や
そ
の
周
辺
を
含
め

た
地
域
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
享
保
期
以
降
、
鷹

場
の
維
持
管
理
上
支
障
を
き
た
し
て
い
た
浪
人
・
犬
の
問
題
は
こ
れ
を

解
決
す
る
た
め
に
、
鷹
場
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
江
戸
町
方
や
そ
の

周
辺
で
広
く
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
山
﨑
氏
が
指

摘
し
た
江
戸
町
方
に
お
け
る
犬
繋
ぎ
義
務
、
犬
の
取
り
捨
て
命
令
、
犬

飼
育
禁
止
な
ど
は
御
拳
場
で
あ
る
江
戸
周
辺
農
村
で
も
行
わ
れ
て
い

た（
６
（。

犬
取
扱
い
の
規
制
は
御
拳
場
と
い
う
地
域
的
枠
組
み
だ
け
で
は
貫

徹
し
え
ず
、
御
拳
場
で
は
な
い
江
戸
の
町
方
を
含
め
て
一
体
的
に
実
施

し
て
効
果
を
生
む
も
の
で
あ
り
、
江
戸
の
町
方
だ
け
が
特
別
に
強
化
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
江
戸
の
武
家
支
配
に
か
か
わ
っ

た
目
付
や
町
方
支
配
を
担
当
し
た
町
奉
行
所
が
、
鳥
見
の
要
請
に
応
じ

て
鷹
場
維
持
管
理
上
の
諸
課
題
の
解
決
に
協
力
す
る
こ
と
は
あ
り
え
た

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
伊
藤
好
一
氏
は
、
従
来
の
研
究
で
提
起
さ
れ
た

鷹
場
の
定
義
が
鷹
狩
り
の
場
と
い
う
本
質
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
属
性
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
江
戸
周
辺
地
域
の
支
配
や
負
担
が

鷹
場
に
よ
っ
て
一
元
化
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
対
し
て
疑
問
を
提

示
し
、再
検
討
の
必
要
性
を
説
い
た（

７
（。

こ
の
伊
藤
氏
の
指
摘
を
受
け
て
、

そ
の
後
の
放
鷹
制
度
研
究
は
大
別
す
る
と
、
鷹
狩
り
・
鷹
場
の
本
質
解

明
を
め
ざ
す
方
向
性（

８
（と

、
鷹
狩
り
・
鷹
場
と
か
か
わ
る
周
縁
課
題
の
究

明
を
め
ざ
す
方
向
性（

９
（を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

筆
者
は
、
主
と
し
て
前
者
の
立
場
で
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
方
向
か
ら
江
戸
の
町
と
幕
府
鷹
場
（
御
拳
場
）
と
の
関
係
を
考
え

た
と
き
、
江
戸
の
町
の
鷹
場
（
御
拳
場
）
の
範
囲
と
そ
の
機
能
、
そ
し

て
江
戸
町
方
で
の
鷹
場
規
制
と
鷹
場
負
担
の
特
質
解
明
と
い
っ
た
課
題

が
残
さ
れ
て
お
り
、本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
課
題
を
究
明
し
て
い
き
た
い
。

　　　　206 207　　　　（20）

Hosei University Repository



　
　
　
一
　
江
戸
の
中
の
幕
府
鷹
場

　

享
保
期
以
降
、
関
東
の
幕
府
鷹
場
は
御
拳
場
・
御
鷹
捉
飼
場
の
ほ
か
、

そ
の
間
に
幕
府
が
御
三
家
に
貸
与
し
た
恩
賜
鷹
場
、
ま
た
幕
府
が
御
拳

場
内
の
一
部
を
御
三
卿
に
与
え
た
御
借
場
が
設
定
さ
れ
た
。こ
の
う
ち
、

江
戸
城
に
も
っ
と
も
近
い
鷹
場
が
御
拳
場
で
あ
り
、
将
軍
の
こ
こ
で
の

鷹
狩
り
で
捕
獲
さ
れ
た
諸
鳥
が
天
皇
・
大
名
な
ど
と
の
贈
答
や
振
舞
い

に
か
か
わ
る
儀
礼
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

山
﨑
久
登
氏
は
、
江
戸
の
町
の
幕
府
鷹
場
に
つ
い
て
「
根
崎
氏
の
説

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
江
戸
城
外
濠
よ
り
外
に
位
置
す
る
町
々
が
鷹
場

に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
御
拳
場
近
辺
町
と
さ

れ
る
町
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
よ
う
な
御
拳
場
に
含
ま
れ
な
い

町
方
で
あ
っ
て
も
、
鷹
場
に
関
わ
る
負
担
や
規
制
を
受
け
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
郭
内
（
市
中
）
の
場
所
で
あ
っ
て
も
、
江
戸

城
門
外
明
地
と
周
辺
町
々
の
よ
う
に
鷹
場
の
規
制
を
受
け
る
地
域
が
あ

る
こ
と
、
ま
た
御
鷹
御
用
宿
を
担
う
古
町
の
存
在
を
示
し
た（

44
（

」
と
総

括
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
江
戸
城
外
濠
よ
り
外
側
の
地
域
が
幕
府
鷹

場
（
御
拳
場
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
江
戸
城
外
濠
よ
り
外
側
の
地
域

や
郭
内
の
地
域
の
な
か
に
も
御
拳
場
で
は
な
い
が
「
御
拳
場
近
辺
町
」

と
呼
ば
れ
る
町
が
あ
っ
て
鷹
場
負
担
や
そ
の
規
制
を
受
け
、
さ
ら
に
御

拳
場
で
は
な
い
郭
内
の
江
戸
城
門
外
明
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
町
々
の
な

か
に
も
鷹
場
規
制
を
受
け
、
ま
た
御
鷹
御
用
宿
を
担
う
古
町
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
城
外
濠
の
外
側
の
地
域
の
な
か
に
は
御
拳

場
の
町
と
御
拳
場
近
辺
町
と
が
あ
っ
て
鷹
場
の
規
制
と
負
担
の
下
に
あ

り
、
郭
内
に
も
御
拳
場
近
辺
町
・
御
鷹
御
用
宿
請
負
町
・
門
外
明
地
お

よ
び
そ
の
周
辺
で
は
鷹
場
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
が
み
ら
れ
た
と
い

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
の
町
と
鷹
場
と
の
関
係
が
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る

が
、
江
戸
の
な
か
の
鷹
場
（
御
拳
場
）
の
範
囲
、
そ
し
て
鷹
場
支
配
と

武
家
地
・
町
人
地
・
寺
社
地
な
ど
の
支
配
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は

な
お
不
明
で
あ
る
。
江
戸
の
町
の
御
拳
場
と
御
拳
場
近
辺
町
の
全
体
像

も
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
解
明
が
俟
た
れ
る
。

　

江
戸
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
御
拳
場
町
村
に
つ
い
て
は
、「
江
戸
御
場

絵
図（

44
（

」
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
と
に
文
政
元
年
の
「
御
府
内

朱
引
黒
引
図（

44
（

」
に
示
さ
れ
た
御
府
内
に
位
置
づ
く
地
域
の
御
拳
場
町
村

を
示
せ
ば
、
第
１
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
拳
場
に
は

江
戸
城
外
濠
に
隣
接
す
る
目
黒
・
中
野
・
戸
田
・
岩
淵
・
葛
西
の
五
筋

に
属
す
る
町
村
が
含
ま
れ
、
そ
れ
に
隣
接
し
な
い
品
川
筋
の
村
々
は
朱

引
内
に
位
置
し
て
い
な
い
の
で
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
御
拳

場
に
設
定
さ
れ
て
い
た
町
村
は
江
戸
城
外
濠
の
外
側
に
位
置
づ
く
地
域

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
武
家
地
・
寺
社
地
・
町
人
地
・
百
姓
地
が
混
在

し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
は
百
姓
地
・
町

人
地
（
寺
社
門
前
町
を
含
む
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
御
拳
場
を
管
轄
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す
る
鳥
見
の
支
配
対
象
が
百
姓
と

町
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
江
戸
城
外
濠
の
外
側
の
町
人
地

の
す
べ
て
が
御
拳
場
に
な
っ
て
い

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

町
人
地
の
な
か
に
は
御
拳
場
の
町
、

御
拳
場
近
辺
町
、
そ
れ
以
外
の
鷹

場
と
同
様
の
規
制
や
そ
の
負
担
を

担
っ
た
町
な
ど
が
混
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

差
異
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
生
起

し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ

れ
に
は
、
町
の
起
立
や
鷹
場
（
御

拳
場
）
の
由
緒
な
ど
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

次
に
、
御
拳
場
六
筋
の
う
ち
、

中
野
筋
を
事
例
に
そ
の
所
属
す
る

町
村
の
推
移
を
第
２
表
、
第
３
表
、

第
４
表
、
第
５
表
か
ら
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
第
２

表
・
第
３
表
・
第
５
表
は
い
ず
れ

　　　　204 205　　　　（22）

第１表　江戸城周辺の御拳場町村
　筋　名 所　属　村　名

目黒筋 中渋谷村 下渋谷村 下豊沢村 隠田村 原宿村 下高輪町 上高輪町

三田町 飯倉町 麻布村 白金村 今里村 白金台町 桜田町

龍土町 今井町 宮益町 芝町 金杉町 市兵衛町 谷町

下大崎村 上大崎村 南品川宿 北品川宿 歩行新宿 上豊沢村 道玄坂

上渋谷村

中野筋 市ヶ谷村 早稲田村 原町 築地片町 改代町 牛込水道町 内藤新宿

柏木村 下高田村 天龍寺門前 千駄ヶ谷村 東大久保村 西大久保村 下戸塚村

馬場横町 馬場下町 成子町 淀橋村 源兵衛村 諏訪谷村 代々木村

上戸塚村 葛ヶ谷村 上落合村 下落合村 角筈村

戸田筋 関口水道町 小日向水道町 金杉水道町 白山前町 雑司ケ谷村 巣鴨町 戸崎村

大塚町 大蔵屋敷 長崎村 中丸村 池袋村 新田堀ノ内村 今井久保村

音羽町 石川町 下板橋宿

岩淵筋 駒込片町 駒込村 下駒込村 谷中町 谷中本村 坂本町 龍泉寺町

材木町 花川戸 山宿町 瓦町 聖天町 田町 山川町

東仲町 並木町 西仲町 三間町 田原町 茶屋町 箕輪町

橋場町 新鳥越町 山谷町 浅草町 諏訪町 駒形町 北馬屋町

南馬屋町 六軒町 今戸町 西ヶ原村 瀧川村 中里村 上中里村

田端村 新堀村 古川前町 金杉村 三河島村 通り新町 中村町

小塚原町 町屋村 下尾久村 上尾久村 船方村 梶原堀内村

葛西筋 千田新田 永代新田 平井新田 下八郎右衛門新田 上八郎右衛門新田 深川村 猿江村

南本所村 北本所村 小梅村 石小田新田 海辺新田 砂村新田 八郎右衛門新田

亀高村 大塚新田 中田新田 荻新田 又兵衛新田 太郎兵衛新田 久左衛門新田

次兵衛新田 大島町 大島村 平方村 小名木村 六軒堀村 中ノ郷出村

深川出村 柳島村 中ノ郷村 押上村 亀戸村 請地村 須崎村

寺島村 隅田村 善左衛門村 若宮村 大畑村 木ノ下村 小村井村

葛西村 下木下川村 上木下川村

（註）「江戸御場絵図」（独立行政法人国立公文書館蔵）より作成。太字は文政元年「江戸朱
��������引黒引図」（東京都公文書館蔵）の黒引内町村を示し、細字は朱引内町村を示す。
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も
堀
江
家
文
書
で
あ
り
、
村
方
の
書
上
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
第
４
表
は
代
官
伊
奈
氏
の
失
脚
時
に
御
拳
場
村
々
書

上
の
引
継
史
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
作
成
意
図

も
記
述
内
容
も
異
な
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と

を
前
提
に
、
こ
れ
ら
の
表
を
検
討
し
て
み
る
と
、
中
野
筋
は
江
戸
の
町

方
や
そ
の
周
辺
の
在
方
の
村
々
を
含
み
、
御
拳
場
の
設
定
に
あ
た
っ

て
は
町
方
と
在
方
を
区
別
し
て
お
ら
ず
、
両
者
と
も
一
体
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
点
を
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
享
保
期
以

降
、
御
拳
場
の
町
村
は
鷹
場
組
合
を
結
成
し
て
い
た
が
、
中
野
筋
の
こ

の
地
域
の
鷹
場
組
合
は
野
方
領
町
村
が
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
も
の

の
、
武
蔵
野
・
世
田
谷
・
府
中
の
各
領
村
々
も
含
ま
れ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、
御
拳
場
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
鳥
見
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
町
村
は
さ
ま
ざ
ま
な
領
主
の
支
配
下
に
あ
っ
て
錯
綜
知
行
形

態
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
町
奉
行
支
配
の
町
は
町
高
の
規
模
が
き
わ

め
て
小
さ
い
か
、
あ
る
い
は
無
高
で
土
地
の
規
模
を
示
す
反
別
・
坪
で

把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
後
述
す
る
よ
う
に
鷹
場
負
担
の
賦
課
の

あ
り
方
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
地
域
で
は
、
在
方

の
村
々
は
御
拳
場
と
し
て
ほ
ぼ
面
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
町
方
は

散
在
的
に
分
布
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
目
黒
・
戸
田
・
岩
淵
・
葛
西
の

各
筋
も
同
様
の
事
情
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
域
の

御
拳
場
町
村
数
の
変
遷
を
み
て
み
る
と
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
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第２表　御拳場中野筋の町村と石高
 郡 名  領 名 　　　町 村 名 　石 高 ( 単位 ： 石 ) 　　　支 配 関 係

豊島郡 野方領 早稲田村 62.73800 寺領

豊島郡 野方領 下戸塚村 157.00570 寺領

豊島郡 野方領 馬場下横町 8.65100 寺領

豊島郡 野方領 原町一丁目 2.31900 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 原町二丁目 4.96100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 原町三丁目 6.18100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 築地片町 1.98000 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 天神町 6.24100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 榎　町 12.17100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 早稲田町 7.77700 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 中里村 30.34000 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 馬場下町 7.64800 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 早稲田村伝通院領 25.70020 寺領

豊島郡 野方領 弁財天町 2.28800 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 野方領 下高田村 508.54670 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 源兵衛村 52.40066 同心給地

豊島郡 野方領 諏訪ヶ谷村 113.47230 同心給地

豊島郡 野方領 西大久保村 648.09189 同心給地

豊島郡 野方領 東大久保村 100.41720 同心給地
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豊島郡 野方領 柏木村 ( 牛込元破損町を含む ) 103.00000 寺領

豊島郡 野方領 戸塚村 201.99400 代官所 ・ 同心給地 ・ 寺領

豊島郡 野方領 上落合村 215.00400 代官所

豊島郡 野方領 下落合村 140.18500 旗本領 ・ 寺領

豊島郡 野方領 葛ヶ谷村 84.00000 旗本領

豊島郡 野方領 上高田村 61.80000 旗本領

豊島郡 野方領 片山村 45.50000 旗本領

多摩郡 野方領 江古田村 284.24590 代官所 ・ 同心給地

多摩郡 野方領 上沼袋村 149.71900 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 下沼袋村 67.53199 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 新井村 74.11700 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 高円寺村 802.07238 代官所

多摩郡 野方領 上鷺宮村 149.80000 旗本領 ・ 寺領

多摩郡 野方領 下鷺宮村 537.35300 代官所 ・ 旗本領

豊島郡 野方領 中荒井村 385.10300 代官所

豊島郡 野方領 中　村 66.80000 旗本領

多摩郡 野方領 井草村 155.93000 旗本領 ・ 寺領

多摩郡 野方領 天沼村 119.65000 寺領

多摩郡 野方領 阿佐ヶ谷村 183.09500 寺領

多摩郡 野方領 馬橋村 358.02200 代官所

多摩郡 野方領 田端村 314.40800 代官所

多摩郡 野方領 成宗村 319.20400 代官所

多摩郡 野方領 下荻窪村 55.73500 寺社領

多摩郡 野方領 上荻窪村 267.57150 代官所 ・ 同心給地

多摩郡 野方領 遅野井村 166.00000 旗本領 ・ 寺領

豊島郡 野方領 田中村 539.28400 代官所

豊島郡 野方領 谷原村 861.97700 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 下土支田村 538.80200 代官所

豊島郡 野方領 上土支田村 758.68100 代官所

豊島郡 野方領 下石神井村 1153.49200 代官所

豊島郡 野方領 上石神井村 1366.09500 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 関　村 531.04200 代官所

多摩郡 武蔵野領 西窪村 210.02300 代官所

多摩郡 武蔵野領 関前村 238.48900 代官所

多摩郡 武蔵野領 境　村 295.84700 代官所

多摩郡 武蔵野領 上連雀村 645.57300 代官所

多摩郡 武蔵野領 下蓮雀村 309.26000 代官所

多摩郡 野方領 野川村 199.45600 代官所

多摩郡 野方領 野崎村 137.87800 代官所

多摩郡 野方領 北野村 203.13600 代官所

多摩郡 府中領 上仙川村 62.50000 代官所

多摩郡 府中領 中仙川村 62.50000 代官所
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多摩郡 府中領 下仙川村 170.00000 旗本領

多摩郡 野方領 給田村 223.74500 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 烏山村 1069.96040 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 無礼村 500.00000 同心給地

多摩郡 野方領 吉祥寺村 874.07600 代官所

多摩郡 武蔵野領 松庵村 87.38900 代官所

多摩郡 武蔵野領 大宮前新田 472.62500 代官所

多摩郡 野方領 中高井戸村 80.75800 代官所

多摩郡 野方領 久我山村 459.27800 代官所

多摩郡 野方領 上高井戸村 1037.89100 代官所

多摩郡 野方領 下高井戸村 861.46900 代官所

荏原郡 世田谷領 上北沢村 430.53100 寺領

多摩郡 野方領 和泉村 202.00100 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 永福寺村 156.32000 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 野方領 堀之内村 144.58000 寺領

多摩郡 野方領 和田村 238.85300 旗本領 ・ 寺領

多摩郡 野方領 本郷村 256.36500 代官所 ・ 同心給地 ・ 寺領

多摩郡 野方領 雑色村 344.01600 代官所 ・ 旗本領

豊島郡 野方領 幡ヶ谷村 264.16044 代官所 ・ 旗本領

豊島郡 野方領 角筈村 720.96190 代官所

豊島郡 野方領 代々木村 805.65670 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 千駄ヶ谷村 295.36000 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 市ヶ谷町 43.22367 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 野方領 牛込肴町 15.52900 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 野方領 牛込改代町 20.64300 町奉行支配 ・ 代官所

多摩郡 野方領 中野村 2026.10700 代官所 ・ 寺領

豊島郡 野方領 角筈村内多門院門前 （家持３軒） 無高　　　150 坪 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 野方領 四ツ谷追分西方寺門前（家持４軒） 無高　　　135 坪 町奉行支配

豊島郡 野方領 四ツ谷追分天竜寺門前（家持48軒） 無高　　4500 坪 町奉行支配

豊島郡 野方領 四ツ谷追分長延寺門前（家持６軒） 無高　　　200 坪 町奉行支配

豊島郡 野方領 内藤新宿太宗寺門前（家持 15 軒） 無高　　1000 坪 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 野方領 千駄ヶ谷村内聖輪寺門前（家持 3 軒） 無高　　　　　　　 町奉行支配

豊島郡 野方領 西大久保村内金龍寺門前（家持12軒） 無高　　5000 坪 町奉行支配

豊島郡 野方領 内藤新宿 ( 家持 150 軒 ) 6 町 5 反 9 畝 26 歩 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 野方領 牛込水道町 ( 家持 27 軒 ) 1 町 1 反　　23 歩 町奉行支配 ・ 代官所

計

村数　　75 石高　26982.30453

町数　　23　　　　家持 268 軒 　　　　坪数　　　10985 坪

  町屋敷 　7 町 7 反 19 歩

（註）寛延2年8月「中野筋御場所石高帳」（堀江家文書・首都大学東京附属図書館蔵）より作成。
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 郡 名  領 名   町 村 名   石 高 （単位 ： 石）        支配関係 日本橋からの距離

多摩郡 野方領 上高田村 61.80000 旗本領 ３里余

多摩郡 野方領 片山村 45.50000 旗本領 ３里余

多摩郡 野方領 江古田村 284.24590 代官所 ・ 同心給地 ３里余

多摩郡 野方領 上沼袋村 149.71900 代官所 ・ 旗本領 ３里余

多摩郡 野方領 下沼袋村 67.53199 代官所 ・ 旗本領 ３里余

多摩郡 野方領 新井村 71.70700 代官所 ・ 旗本領 ３里余

多摩郡 野方領 中野村 2026.10700 代官所 ・ 寺領 ２里半余

多摩郡 野方領 高円寺村 802.07238 代官所 ３里余

多摩郡 野方領 上鷺宮村 142.40000 旗本領 ・ 寺領 ３里半余

多摩郡 野方領 下鷺宮村 527.55767 代官所 ４里余

多摩郡 野方領 井草村 155.93000 旗本領 ・ 寺領 ４里半余

多摩郡 野方領 天沼村 119.00000 寺領 ４里半余

多摩郡 野方領 阿佐ヶ谷村 180.00000 寺領 ３里半余

多摩郡 野方領 馬橋村 358.02200 代官所 ３里余

多摩郡 野方領 田端村 314.40800 代官所 ４里余

多摩郡 野方領 成宗村 318.92600 代官所 ４里余

多摩郡 野方領 下荻窪村 55.42000 寺領 ４里余

多摩郡 野方領 上荻窪村 267.57150 代官所 ・ 同心給地 ４里半余

多摩郡 野方領 遅野井村 166.00000 旗本領 ・ 寺領 ４里半余

多摩郡 野方領 西窪村 210.02300 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 関前村 434.14200 代官所 ５里半余

多摩郡 野方領 境　村 497.85400 代官所 ６里半余

多摩郡 野方領 上連雀村 645.57300 代官所 ５里半余

多摩郡 野方領 下連雀村 309.26000 代官所 ５里余

多摩郡 世田谷領 野川村 199.45600 代官所 ５里余

多摩郡 世田谷領 野崎村 137.87800 代官所 ６里余

多摩郡 世田谷領 北野村 203.13600 代官所 ５里余

多摩郡 府中領 上仙川村 63.74000 代官所 ５里余

多摩郡 府中領 中仙川村 62.50000 代官所 ５里半余

多摩郡 府中領 下仙川村 170.00000 旗本領 ５里余

多摩郡 世田谷領 給田村 223.74500 代官所 ・ 旗本領 ５里余

多摩郡 世田谷領 烏山村 1069.96040 代官所 ・ 旗本領 ４里半余

多摩郡 野方領 無礼村 500.00000 同心給地 ５里余

多摩郡 野方領 吉祥寺村 874.07600 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 松庵村 87.38900 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 大宮前新田 472.62500 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 中高井戸村 80.75800 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 久我山村 459.27800 代官所 ５里余

多摩郡 野方領 上高井戸村 1037.89100 代官所 ４里半余

多摩郡 野方領 下高井戸村 861.46900 代官所 ４里余

第３表　御拳場中野筋町村の石高と支配関係
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多摩郡 野方領 和泉村 201.78100 代官所 ・ 旗本領 ３里半余

多摩郡 野方領 永福寺村 156.32000 代官所 ・ 旗本領 ３里半余

多摩郡 野方領 堀之内村 144.58000 寺領 ３里余

多摩郡 野方領 和田村 238.85300 旗本領 ・ 寺領 ３里余

多摩郡 野方領 本郷村 256.36500 代官所 ・ 同心給地 ・ 寺領 ２里半余

多摩郡 野方領 雑色村 344.01600 代官所 ・ 旗本領 ３里余

豊島郡 野方領 早稲田村 62.73800 寺領 １里余

豊島郡 野方領 下戸塚村 157.00570 寺領 １里余

豊島郡 野方領 馬場下横町 8.65100 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 原町一丁目 2.31900 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 原町二丁目 4.96100 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 原町三丁目 6.18100 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 築地片町 1.98000 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 天神町 6.24100 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 榎町 12.17100 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 早稲田町 7.77700 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 中里村 30.34000 寺領 １里余

豊島郡 野方領 馬場下町 7.64800 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 早稲田村内伝通院領 25.70020 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 弁財天町 ・ 供養塚町 2.28800 町奉行支配 ・ 寺領 １里余

豊島郡 野方領 下高田村 511.78900 代官所 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 源兵衛村 52.40066 同心給地 １里半余

豊島郡 野方領 諏訪谷村 113.47230 代官所 ・ 同心給地 １里余

豊島郡 野方領 西大久保村 658.90876 同心給地 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 東大久保村 100.41720 代官所 ・ 同心給地 ２里余

豊島郡 野方領 柏木村 137.95280 町奉行支配 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 元破損町 4.53100 町奉行支配 ２里余

豊島郡 野方領 上戸塚村 204.27889 代官所 ・ 寺社領 ・ 同心給地 ２里余

豊島郡 野方領 上落合村 215.00400 代官所 ２里余

豊島郡 野方領 下落合村 140.18500 旗本領 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 葛ヶ谷村 84.00000 旗本領 ３里余

豊島郡 野方領 中荒井村 385.10300 代官所 ３里余

豊島郡 野方領 中　村 66.80000 旗本領 ・ 寺領 ３里半余

豊島郡 野方領 田中村 539.28400 代官所 ４里半余

豊島郡 野方領 谷原村 861.97700 代官所 ・ 寺領 ４里半余

豊島郡 野方領 下土支田村 578.80200 代官所 ５里余

豊島郡 野方領 上土支田村 758.68100 代官所 ５里余

豊島郡 野方領 下石神井村 1160.61400 代官所 ・ 寺領 ５里余

豊島郡 野方領 上石神井村 1366.09500 代官所 ・ 寺領 ５里余

豊島郡 野方領 関　村 531.04200 代官所 ５里半余

豊島郡 野方領 幡ヶ谷村 264.16044 代官所 ・ 旗本領 ３里余

豊島郡 野方領 角筈村 716.97590 代官所 ・ 寺領 ２里半余
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豊島郡 野方領 代々木村 705.65670 代官所 ・ 寺領 ２里半余

豊島郡 野方領 千駄ヶ谷村 295.36000 代官所 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 市ヶ谷町 43.22367 町奉行支配 ・ 代官所 １里半余

豊島郡 野方領 牛込肴町 15.52800 代官所 ・ 町奉行支配 １里余

豊島郡 野方領 牛込改代町 20.64300 代官所 ・ 町奉行支配 １里余

荏原郡 世田谷領 上北沢村 430.53100 寺領 ４里余

豊島郡 野方領 西大久保村内金龍寺門前 無高          5845 坪 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 四ツ谷天龍寺門前 無高          4500 坪 町奉行支配 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 四ツ谷長延寺門前 無高           200 坪 町奉行支配 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 四ツ谷太宗寺門前 無高         1000 坪 町奉行支配 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 四ツ谷聖輪寺門前 無高            60 坪 町奉行支配 ・ 寺領 １里半余

豊島郡 野方領 四ツ谷西方寺門前 無高           130 坪 町奉行支配 ・ 寺領 ２里余

豊島郡 野方領 角筈村内多聞院門前 無高           150 坪 町奉行支配 ・ 寺領 ２里半余

豊島郡 野方領 内藤新宿  ６町５反９畝 26 歩 町奉行支配 ・ 代官所 ２里余

豊島郡 野方領 牛込水道町 　１町１反　　 23 歩 町奉行支配 ・ 代官所 １里余

　　       計

村数　　74 石高　  27356.00406

町数　　16 坪数　       11885 坪

門前数　７ 町屋敷　   ７町７反 19 歩

（註）宝暦８年10月「中野筋御鷹野御場所石高帳下帳」（堀江家文書・首都大学東京附属図書館蔵）より作成。

第４表　御拳場中野筋の町村と石高
　領　名 　　町村名 石高（単位：石） 　領　名 　　町村名 石高 （単位：石）

野方領 早稲田村 62.73800 野方領 遅野井村 150.00000 

野方領 下戸塚村 157.00570 野方領 田中村 539.28400 

野方領 馬場下町 7.64800 野方領 谷原村 852.47700 

野方領 馬場下横町 8.65100 野方領 下土支田村 578.80200 

野方領 原町一丁目 2.31900 野方領 上土支田村 758.68100 

野方領 原町ニ丁目 4.96100 野方領 下石神井村 1153.49200 

野方領 原町三丁目 6.18100 野方領 上石神井村 1356.09500 

野方領 築地片町 1.98000 野方領 関　村 531.04200 

野方領 榎　町 12.17100 野方領 西窪村 210.02300 

野方領 天神町 6.24100 野方領 関前村 238.48900 

野方領 早稲田村之内 25.70020 野方領 境　村 295.84700 

野方領 早稲田町 7.77700 野方領 上連雀村 645.57600 

野方領 弁財天町 2.28800 野方領 下蓮雀村 309.26000 

野方領 牛込肴町 15.52900 野方領 無礼村 500.00000 

野方領 牛込改代町 20.64300 野方領 吉祥寺村 874.07600 

野方領 中里村 30.34000 野方領 松庵村 87.38900 

野方領 下高田村 508.54670 野方領 大宮前新田 472.62500 

野方領 源兵衛村 52.40066 野方領 中高井戸村 80.75800 

野方領 諏訪谷村 113.47230 野方領 久ヶ山村 459.27800 

野方領 西大久保村 658.90876 野方領 上北沢村 430.53100 
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野方領 東大久保村 100.41720 野方領 和泉村 201.78100 

野方領 柏木村 130.00000 野方領 永福寺村 156.32000 

野方領 上戸塚村 201.99410 野方領 堀之内村 144.58000 

野方領 上落合村 214.23500 野方領 和田村 208.85300 

野方領 下落合村 140.18500 野方領 本郷村 251.36500 

野方領 葛ヶ谷村 84.00000 野方領 雑色村 344.01600 

野方領 上高田村 61.80000 野方領 幡ヶ谷村 264.16044 

野方領 片山村 45.50000 野方領 角筈村 716.97590 

野方領 江古田村 284.24590 野方領 代々木村 805.65670 

野方領 上沼袋村 149.71900 野方領 千駄ヶ谷村 295.36000 

野方領 下沼袋村 67.53199 野方領 市ヶ谷村 43.22367 

野方領 新井村 71.70700 野方領 中野村 2002.50700 

野方領 高円寺村 802.07238 世田谷領 野川村 199.45600 

野方領 上鷺宮村 135.00000 世田谷領 野崎村 137.87800 

野方領 中　村 54.00000 世田谷領 北野村 203.13600 

野方領 下鷺宮村 525.55767 世田谷領 上仙川村 62.50000 

野方領 中新井村 385.10300 世田谷領 中仙川村 62.50000 

野方領 井草村 150.93000 世田谷領 下仙川村 170.00000 

野方領 天沼村 119.00000 世田谷領 給田村 283.74500 

野方領 阿佐ヶ谷村 180.00000 世田谷領 烏山村 1069.06040 

野方領 馬橋村 358.20000 野方領 上高井戸宿 1037.89100 

野方領 田端村 314.40000 野方領 下高井戸宿 861.46900 

野方領 成宗村 318.92600 野方領 竹下新田 106.90200 

野方領 下荻窪村 50.00000 
計

村数　　　75 27070.65767 

野方領 上荻窪村 267.57100 町数　　　13
（註）寛政４年閏２月「御用留」（葛飾区古文書史料集三『中茎家文書一』）より作成。

第５表　御拳場中野筋の町村と石高
郡名 町村名 石　高 支配関係

豊島郡 牛込馬場下町 15.04300 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込馬場下横町 8.65100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込榎町 12.17100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込天神町 ・ 同中里町 6.24100 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込築地片町 1.98000 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込原町二丁目 9.75700 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込原町三丁目 12.15700 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 早稲田村 62.73800 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込早稲田町 7.77700 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込原町一丁目 2.31900 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込中里村 30.34000 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込弁財天町 2.28800 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 下戸塚村 157.00570 町奉行支配 ・ 寺領
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豊島郡 牛込改代町 20.64300 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 牛込肴町 15.52900 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 市ヶ谷谷町 43.22367 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 市ヶ谷柳町 3.08000 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 千駄ヶ谷村 295.36000 代官所 ・ 寺領

豊島郡 代々木村 846.80370 代官所 ・ 寺領

豊島郡 幡ヶ谷村 264.16044 代官所 ・ 旗本領

豊島郡 角筈村 720.96190 代官所

豊島郡 下高田村 549.08600 代官所 ・ 寺領

豊島郡 源兵衛村 52.14089 同心給地

豊島郡 上戸塚村 201.99410 代官所 ・ 同心給地 ・ 寺領

豊島郡 諏訪谷村 113.47230 代官所 ・ 同心給地

豊島郡 柏木村 ・ 成子町 ・ 淀橋町 312.98630 町奉行支配 ・ 寺領

豊島郡 牛込元破損町 4.53100 町奉行支配

豊島郡 西大久保村 669.72563 同心給地

豊島郡 東大久保村 151.08820 代官所 ・ 同心給地

豊島郡 下落合村 140.18500 旗本領 ・ 寺領

豊島郡 上落合村 214.23500 代官所

豊島郡 中荒井村 385.10300 代官所

豊島郡 田中村 539.28400 代官所

豊島郡 谷原村 852.47700 代官所

豊島郡 下石神井村 1153.49200 代官所

豊島郡 上石神井村 1356.09500 代官所

豊島郡 関　村 531.04200 代官所

豊島郡 下土支田村 578.80200 代官所

豊島郡 上土支田村 758.68100 代官所

豊島郡 葛ヶ谷村 84.00000 旗本領

豊島郡 中　村 54.00000 旗本領

豊島郡 内藤新宿 （家持 150 軒） 町屋敷   ６町５反９畝 26 歩 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 天龍寺門前 （家持 48 軒） 町屋敷    4500 坪 町奉行支配

豊島郡 長延寺門前 （家持６軒） 町屋敷     200 坪 町奉行支配

豊島郡 西方寺門前 （家持４軒） 町屋敷     135 坪 町奉行支配

豊島郡 太宗寺門前 （家持 18 軒） 町奉行支配

豊島郡 理性寺門前 （家持５軒） 町奉行支配

豊島郡 東長寺門前 （家持１軒） 町奉行支配

豊島郡 牛込水道町 （家持 27 軒） 町屋敷    １町１反 23 歩 町奉行支配 ・ 代官所

豊島郡 千駄ヶ谷村内聖輪寺門前 （家持３軒） 町奉行支配

豊島郡 角筈村内多門院 ・ 長楽寺門前 ( 家持７軒 ) 町奉行支配

多摩郡 中野村 2002.50700 代官所

多摩郡 新井村 75.00700 代官所

多摩郡 上高田村 61.80000 旗本領

多摩郡 片山村 45.50000 旗本領
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多摩郡 上沼袋村 149.71900 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 下沼袋村 67.53199 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 上鷺宮村 135.00000 旗本領

多摩郡 下鷺宮村 527.55767 代官所

多摩郡 江古田村 284.24590 代官所 ・ 同心給地

多摩郡 井草村 150.93000 旗本領

多摩郡 天沼村 119.65000 寺領

多摩郡 下荻窪村 55.73500 寺領

多摩郡 阿佐ヶ谷村 180.35000 寺領

多摩郡 遅野井村 150.00000 旗本領

多摩郡 上荻窪村 267.51000 代官所 ・ 同心給地

多摩郡 成宗村 318.92600 代官所

多摩郡 田端村 314.40800 代官所

多摩郡 馬橋村 358.02000 代官所

多摩郡 高円寺村 802.07238 代官所

多摩郡 本郷村 ・ 同新田 251.36500 代官所

多摩郡 雑色村 344.01600 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 和田村 208.85300 旗本領

多摩郡 堀之内村 144.58000 寺領

多摩郡 大宮前新田 472.62500 代官所

多摩郡 和泉村 202.00100 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 永福寺村 156.32000 代官所 ・ 旗本領

多摩郡 松庵村 87.38900 代官所

多摩郡 中高井戸村 80.75800 代官所

多摩郡 吉祥寺村 874.07600 代官所

多摩郡 久我山村 459.27800 代官所

多摩郡 下連雀村 309.26000 代官所

多摩郡 上連雀村 645.57300 代官所

多摩郡 境　村 295.84700 代官所

多摩郡 境新田 207.00000 代官所

多摩郡 無礼村 500.00000 同心給地

多摩郡 西窪村 210.02300 代官所

多摩郡 関前村 238.48900 代官所

計

村数  60 22994.57277 

町数  28          家持 269 軒 坪数        4835 坪

町屋敷　 7 町 7 反 19 歩

（註）享和元年10月「中野筋御拳場并御両卿様御借場村町石高書上帳」（堀江家文書・首都大学東京附属図書館蔵）より作成。
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は
九
八
ヵ
村
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
は
九
七
ヵ
村
、
寛
政
四

年
（
一
七
九
二
）
に
は
八
八
ヵ
村
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
は

八
八
ヵ
村
と
な
り
、
寛
政
期
を
境
に
大
き
く
減
少
傾
向
を
示
し
て
い

た
。
中
野
筋
の
総
石
高
も
、
寛
延
二
年
に
は
二
万
六
九
八
二
石
余
、
宝

暦
八
年
に
は
二
万
七
三
五
六
石
余
、
寛
政
四
年
に
は
二
万
七
〇
七
〇
石

余
、
享
和
元
年
に
は
二
万
二
九
九
四
石
余
と
推
移
し
、
寛
政
期
以
降
は

減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
幕
府
財
政
の
窮
乏
と
密
接
に
か
か
わ
っ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
た
こ
の
地
域
の

江
戸
町
人
の
屋
敷
地
は
、
寛
延
二
年
に
は
一
万
九
八
五
坪
と
七
町
七
反

一
九
歩
、
宝
暦
八
年
に
は
一
万
一
八
八
五
坪
と
七
町
七
反
一
九
歩
、
享

和
元
年
に
は
四
八
三
五
坪
と
七
町
七
反
一
九
歩
で
、
享
和
期
に
坪
数
が

大
き
く
減
少
し
た
が
、
家
持
数
は
寛
延
二
年
に
二
六
八
軒
、
享
和
元
年

に
二
六
九
軒
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
御
府
内
の
町
村
の
一
部
が
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
確
認
で
き
た
の
だ
が
、
各
時
期
の
江
戸
町
方
を
含
む
御
拳
場

の
詳
細
を
物
語
る
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
江
戸
御

場
絵
図
」
に
も
記
述
の
な
い
四
谷
地
域
の
御
拳
場
・
御
拳
場
近
辺
町
を

記
し
て
い
る
寛
政
五
年
三
月
の「
浪
人
者
等
人
別
糾
に
つ
き
御
拳
場
町
・

近
辺
町
連
判
証
文
」
は
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
長
文
で
あ
る

が
全
文
を
掲
出
す
る
こ
と
と
す
る（

4（
（

。

　
　
　
　

差
上
申
一
札
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
谷
伝
馬
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
忍
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
塩
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

塩
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
新
屋
鋪
六
軒
町

　

右
は
私
共
町
先
年

　

上
様
御　

鷹
野
に
被
為　

成
、
其
後
町
屋
鋪
に
被　

仰
付
被
成
下
候

　

に
付
、
御
拳
場
の
分
は
勿
論
、
右
同
様
近
町
左
の
私
共
町
内
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
谷
伝
馬
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

新
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
塩
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
坂
町
上
え
・
下
た
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
御
箪
笥
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

南
北
伊
賀
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
了
覚
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
四
谷
仲
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

麹
町
拾
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

拾
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

拾
三
丁
目
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一
、
御
拳
場
五
ヶ
町
并
に
近
辺
町
内
の
裏
々
は
勿
論
、
私
共
支
配
町

内
に
は
浪
人
者
井
寺
院
出
居
い
等
当
春
人
別
相
糾
候
所
無
御
座
、

猶
又
此
節
御
改
に
付
、
入
念
吟
味
仕
候
所
、
一
人
も
無
御
座
候
に

付
、
則
以
一
札
を
差
上
候
、
依
如
件

　
　
　
　

寛
政
五
丑
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五
番
組
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
町
々
支
配
の
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　
　

孫
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

与
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
谷
伝
馬
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

甚
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
忍
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

佐
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
塩
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

治　

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
塩
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

勘
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
新
屋
鋪
六
軒
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

政
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
拳
場
近
辺
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
谷
伝
馬
町
壱
丁
目　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

勘　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所　
　
　

弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

小
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
伝
馬
町
新
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
塩
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

宇
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
坂
町
上
下
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
た　
　
　

幸　

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
え　
　
　

安
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
御
箪
笥
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

嘉　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
伊
賀
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
了
学
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
四
谷
仲
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事
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同
所
麹
町
拾
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

重
兵
衛

　
　
　
　
　

同　
　
　

拾
弐
丁
目　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

善
兵
衛

　
　
　
　
　

同
所　
　

拾
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
事　

吉
兵
衛

　
　

町
年
寄
御
役
所　

　

こ
れ
は
四
谷
御
門
か
ら
内
藤
新
宿
に
向
か

う
道
筋
の
町
々
が
、「
御
拳
場
五
ヶ
町
并
に

近
辺
町
」
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
、
御
拳
場
で
の
浪
人
や
寺
院
出
居
の

者
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
際
の
報
告
を
町
年

寄
役
所
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一

札
に
は
、
四
谷
地
域
の
一
七
ヵ
町
が
連
名
で

署
名
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
四
谷
伝
馬
町

三
丁
目
・
四
谷
忍
町
・
四
谷
塩
町
二
丁
目
・

四
谷
塩
町
三
丁
目
・
四
谷
新
屋
敷
六
軒
町
の

五
ヵ
町
が
御
拳
場
で
あ
り
、
残
り
の
四
谷
伝

馬
町
一
丁
目
・
四
谷
伝
馬
町
新
一
丁
目
・
四

谷
伝
馬
町
二
丁
目
・
四
谷
塩
町
一
丁
目
・
四

御挙場

第１図　四谷地域の御挙場・御挙場近辺町
　　　　『江戸切絵図集』（ちくま学芸文庫）より作成。

御挙場近辺町

御拳場������������������御拳場近辺町
（註）『江戸切絵図集』（ちくま学芸文庫）より作成。
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第１図　四谷地域の御拳場・御拳場近辺町
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谷
坂
町
上
下
町
・
四
谷
御
箪
笥
町
・
四
谷
南
北
伊
賀
町
・
四
谷
了
覚
寺

門
前
・
四
谷
仲
町
・
四
谷
麹
町
十
一
丁
目
・
四
谷
麹
町
十
二
丁
目
・
四

谷
麹
町
十
三
丁
目
の
一
二
ヵ
町
が
御
拳
場
近
辺
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
第
１
図
）。
こ
こ
で
確
認
で
き
る
御
拳
場
の
町
々

は
中
野
筋
に
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
前
述
し
た

堀
江
家
文
書
中
の
享
和
元
年
一
〇
月
の
「
中
野
筋
御
拳
場
并
御
両
卿
様

御
借
場
村
町
石
高
書
上
帳
」
に
も
記
述
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
四
谷
地

域
の
御
拳
場
五
ヵ
村
と
御
拳
場
近
辺
町
一
二
ヵ
町
が
一
つ
の
鷹
場
組
合

を
結
成
し
、
前
述
の
地
域
の
鷹
場
組
合
と
は
別
に
組
織
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
四
谷
地
域
に
は
御
拳
場
や
御
拳
場
近
辺

町
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
江
戸
の
町
全
体
の
御
拳
場
・

御
拳
場
近
辺
町
の
全
体
像
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
御
府
内
の
一
部
に
は
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
て
い
る
町

村
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
御
拳
場
近
辺
町
と
呼
ば
れ
る
町
も
設
定
さ
れ
て

お
り
、
御
拳
場
と
同
様
の
規
制
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
ら
の
町
方
の
詳
細
を
検
討
す
る
と
、
い
ず
れ
も
町
奉
行
支
配
地
の

町
人
地
の
町
方
や
寺
社
門
前
町
の
一
部
で
あ
り
、
武
家
地
は
含
ま
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
江
戸
の
町
の
御
拳
場
は
在
方
の
村
々
の
よ
う
に

面
的
な
設
定
で
は
な
く
、
散
在
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
二
　
江
戸
の
町
の
鷹
場
支
配
と
鷹
場
負
担

　
　
　
　
（
一
）
鳥
見
と
代
官
伊
奈
氏
の
鷹
場
支
配

　

浅
草
寺
領
の
諏
訪
町
・
駒
形
町
・
並
木
町
・
西
仲
町
・
東
仲
町
・
三

軒
町
・
田
原
町
・
浅
草
町
・
田
町
・
聖
天
町
は
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

八
月
一
〇
日
よ
り
鳥
見
に
鷹
場
法
度
証
文
を
提
出
し
は
じ
め（

4（
（

、
御
拳
場

と
し
て
の
支
配
を
受
け
た
。

　

ま
た
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
町
場
と
し
て
起
立
し
た
深
川
の

猟
師
町
（
清
住
町
・
冨
吉
町
・
佐
賀
町
・
諸
町
・
相
川
町
・
大
島
町
・

熊
井
町
・
黒
江
町
）
は
、
代
官
伊
奈
半
十
郎
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
よ
り
鳥
見
に
鷹
場
法
度
証
文
を
提
出
し
は
じ

め（
43
（

、
そ
の
後
毎
年
の
恒
例
行
事
と
な
り
、
享
保
期
に
は
御
拳
場
の
葛
西

筋
に
編
入
さ
れ
た
。

　

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
三
月
一
八
日
に
は
、
御
場
御
用
掛
の
若
年

寄
大
久
保
常
春
の
命
に
よ
り
、
雉
子
橋
・
一
ツ
橋
・
神
田
橋
の
明
地

五
ヵ
所
の
草
刈
り
が
鳥
見
若
林
惣
次
郎
の
担
当
と
な
っ
た
も
の
の
、
宝

暦
三
年
（
一
七
五
三
）
八
月
に
は
御
場
御
用
掛
の
若
年
寄
板
倉
勝
清
の

命
に
よ
り
、
神
田
橋
・
一
ツ
橋
・
田
安
明
地
は
今
後
本
丸
・
西
丸
の
御

鷹
御
用
が
命
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
担
当
が
目
付
に
な
っ
た
こ
と
が

告
知
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
四
年
一
〇
月
に
は
「
神
田
橋
・
一
ツ
橋
、

外
明
地
」
が
従
来
通
り
「
御
鷹
野
之
積
」
と
な
り
、
そ
の
維
持
に
か
か

わ
る
人
足
や
物
品
の
拠
出
は
目
付
に
申
し
渡
す
こ
と
に
な
っ
た（

43
（

。
こ
の
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よ
う
に
、
江
戸
城
直
近
の
明
地
が
御
鷹
御
用
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
管
轄
が
鳥
見
の
担
当
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
御
鷹
御
用
が
な
く
な
っ
た
際
に
そ
の
明
地
の
管
轄
が
目
付
の
担

当
に
な
っ
た
の
は
、そ
の
務
め
が
旗
本
や
御
家
人
の
支
配
と
か
か
わ
り
、

明
地
が
武
家
地
に
隣
接
し
て
い
た
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。

　

宝
暦
期
以
降
と
思
わ
れ
る
年
不
詳
の
八
月
、
葛
西
掛
の
鳥
見
は
江
戸

町
方
の
一
つ
で
あ
る
深
川
猟
師
町
の
町
々
に
次
の
よ
う
な
鷹
場
の
取
締

り
に
関
す
る
通
達
を
出
し
た（

43
（

。

　
　
　
　
　

覚

　

一
、
御
場
所
御
法
度
之
趣
弥
入
念
可
申
事

　

一
、
諸
事
注
進
事
無
遅
滞
向
寄
同
役
江
可
訴
来
事

　

一�

、
当
年
茂
小
菅
御
上
宿　

御
成
相
続
可
有
之
候
間
、
火
之
元
入
念
、

并
無
宿
之
類
徘
徊
不
致
候
様
別
而
相
改
可
申
事

　

一�

、
池
沼
御
用
ニ
付
魚
猟
差
留
メ
候
場
所
之
内
、
古
来
よ
り
由
緒
有

之
、
魚
猟
渡
世
致
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
其
訳
可
申
聞
候
、

　
　

其
上
ニ
而
可
申
付
候

　

一�

、
冬
鳥
御
場
所
例
年
之
通
出
方
よ
り
申
付
次
第
諸
事
出
来
候
様
可

致
候
、尤
御
伝
等
御
成
先
江
差
懸
、不
丈
夫
成
義
出
来
候
ハ
ヽ
早
々

可
申
聞
候
事

　

一�

、
御
場
所
拵
之
儀
ニ
付
出
方
よ
り
段
々
申
渡
候
筋
、
万
一
差
支
致

難
儀
候
筋
メ
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
趣
出
方
江
相
願
、
出
方
よ
り
此
方

江
申
立
候
筋
ニ
相
心
得
可
申
候
事

　

一�

、
村
々
飼
犬
無
之
様
可
申
付
候
、
尤
飼
犬
体
ニ
相
見
江
候
も
有
之

候
ハ
ヽ
、
此
段
急
度
可
申
付
候
事

　

一�

、
移
方
之
者
、
殺
生
道
具
預
置
候
儀
有
之
候
日
数
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

此
方
江
相
知
可
申
事

　

一�

、
此
方
召
仕
之
者
村
方
江
罷
越
、
主
人
用
事
之
由
申
談
難
心
得
義

有
之
候
ハ
ヽ
其
者
留
置
、
此
方
江
相
知
セ
候
様
可
申
合

　
　

候
事

　

一�

、
例
年
之
通
三
月
朔
日
迄
、
御
場
江
釣
人
入
込
不
申
様
急
度
相
留

可
申
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
り

　
　
　

八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鳥
見

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鳥
見
は
鷹
場
環
境
を
維
持
す
る
立
場
か
ら
、
御
拳

場
で
の
火
の
用
心
、
無
宿
者
の
改
め
、
池
・
沼
で
の
漁
業
制
限
、
鷹
場

の
整
備
、
飼
い
犬
の
禁
止
、
不
審
者
の
監
視
、
釣
り
の
禁
止
な
ど
細
部

に
わ
た
る
取
締
り
に
あ
た
り
、
町
方
・
在
方
と
も
一
体
的
に
問
題
発
生

時
の
報
告
を
義
務
づ
け
て
い
た
。

　

こ
の
う
ち
、鷹
場
に
お
け
る
犬
の
扱
い
方
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

生
類
憐
み
の
令
が
触
れ
ら
れ
て
い
た
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
時
代
、
江
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戸
の
町
で
は
人
か
ら
犬
を
隔
離
す
る
た
め
、
江
戸
の
周
辺
に
大
規
模
な

犬
小
屋
を
設
け
て
保
護
し
た（

43
（

。
放
鷹
制
度
を
復
活
し
た
八
代
将
軍
徳
川

吉
宗
も
鷹
場
に
お
け
る
犬
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
苦
慮
し
て
お
り
、
そ

の
原
因
は
将
軍
の
鷹
狩
り
や
そ
の
獲
物
の
飼
育
に
支
障
が
出
て
い
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
二
月
に
は
将
軍

が
鷹
狩
り
に
出
か
け
る
地
先
に
野
犬
が
い
た
場
合
に
は
捕
獲
の
う
え
役

人
へ
連
絡
し
、
飼
い
犬
の
場
合
に
は
鷹
狩
り
の
場
所
に
出
な
い
よ
う
に

繋
い
で
お
く
か
、
鷹
狩
り
の
支
障
に
な
ら
な
い
よ
う
に
遠
方
に
持
っ
て

い
く
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た（

43
（

。
し
か
し
、
そ
れ
も
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
模
様
で
、
同
年
四
月
、
御
拳
場
の
村
々
で
捕
獲
し
た
野
犬
は
目

黒
筋
の
武
蔵
国
荏
原
郡
今
里
村
、
戸
田
筋
の
同
豊
島
郡
下
練
馬
村
、
中

野
筋
の
同
国
同
郡
中
新
井
村
の
犬
溜
場
に
持
っ
て
い
く
よ
う
命
じ
、
そ

の
村
に
は
犬
扶
持
を
給
付
す
る
こ
と
に
し
た（

44
（

。
そ
の
後
、
宝
暦
四
年

（
一
七
五
四
）
八
月
、
幕
府
は
鷹
狩
り
の
獲
物
の
飼
育
に
支
障
が
あ
る

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
法
令
を
出
し
た（

44
（

。

　
　

�

所
々
御
鷹
野
御
場
近
年
別
て
犬
多
成
、
鶴
雁
飼
付
相
障
候
由
ニ
候

間
、
御
場
向
寄
屋
敷
々
町
方
在
方
共
ニ
、
飼
犬
之
分
ハ
繋
置
候
か
、

又
は
御
場
よ
り
二
三
里
も
外
え
勝
手
次
第
ニ
遣
候
様
可
致
候
、
野

犬
之
分
は
捕
へ
候
て
、
是
又
御
場
よ
り
二
三
里
も
外
え
捨
候
様
ニ

い
た
し
、
若
立
戻
り
候
候
ハ
ヽ
、
猶
又
捕
へ
、
右
之
通
捨
候
様
可

仕
候

　

�

右
之
通
得
其
意
、
屋
敷
々
之
分
は
御
目
付
よ
り
相
触
可
被
申
候
、
在

方
町
方
え
は
、
町
奉
行
、
御
勘
定
奉
行
よ
り
相
触
候
様
可
被
致
候
、

尤
御
鳥
見
組
頭
可
被
申
談
候

　

こ
の
時
期
、
将
軍
の
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
る
地
先
で
犬
が
増
え
、
鷹
狩

り
の
獲
物
と
な
る
鶴
や
雁
の
飼
育
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
鷹
狩

り
地
先
の
武
家
屋
敷
や
町
方
、
在
方
で
は
飼
い
犬
を
繋
い
で
お
く
か
、

鷹
狩
り
地
先
よ
り
二
、三
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
く
こ
と
。
野

犬
は
捕
獲
し
、
鷹
狩
り
地
先
よ
り
二
、三
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
捨
て
に

行
く
こ
と
。
も
し
立
ち
戻
っ
て
き
た
ら
、
ま
た
捕
獲
し
捨
て
に
行
く
こ

と
。
こ
の
法
令
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
江
戸
の
武
家
屋
敷
に
は
目
付
か

ら
、
町
人
地
の
町
方
に
は
町
奉
行
か
ら
、
百
姓
地
の
在
方
村
々
に
は
勘

定
奉
行
か
ら
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、鷹
場
（
御
拳
場
）

を
統
括
し
た
鳥
見
組
頭
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
犬
取
扱
い
の

規
制
は
江
戸
の
町
と
そ
の
周
辺
を
一
体
的
に
捉
え
て
取
り
組
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
鷹
場
（
御
拳
場
）
の
江
戸

の
町
や
そ
の
周
辺
農
村
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
江
戸
の
武
家
地
や

町
人
地
な
ど
を
巻
き
込
ん
で
犬
取
扱
い
の
規
制
が
徹
底
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
鷹
場
に
お
け
る
犬
取
扱
い
の
規
制

は
江
戸
の
町
だ
け
が
特
別
に
強
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
江
戸
周
辺
農
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村
と
と
も
に
一
体
的
な
方
針
の
も
と
で
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

宝
暦
一
三
年
一
一
月
に
は
「
御
拳
場
近
辺
」
で
の
飼
い
犬
は
今
後
一
切

禁
止
さ
れ
、
野
犬
な
ど
も
捕
獲
し
て
捨
て
る
よ
う
に
命
じ
、
宝
暦
四
年

の
触
書
の
内
容
を
再
確
認
す
る
た
め
に
触
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。な
お
、

こ
こ
で
は
犬
を
殺
生
す
る
の
で
は
な
く
、
立
ち
戻
っ
た
犬
は
捕
獲
し
て

何
度
で
も
捨
て
る
よ
う
に
と
注
意
喚
起
し
て
い
た（

44
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
御
拳
場
で
は
ど
こ
で
も
将
軍
の
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
る
可

能
性
が
あ
っ
た
が
、
本
所
・
深
川
地
域
で
は
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）

一
二
月
二
六
日
に
鷹
の
据
え
廻
し
場
所
が
取
り
決
め
ら
れ
、
本
所
方
面

で
は
「
竪
川
通
撞
木
橋
よ
り
横
堀
通
業
平
橋
・
源
兵
衛
橋
限
西
之
方
」

と
な
り
、
深
川
方
面
で
は
「
八
幡
町
往
還
通
り
潮
見
橋
限
」
と
な
っ

た（
4（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
の
町
で
は
都
市
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
御
拳

場
と
は
い
え
将
軍
の
鷹
狩
り
の
場
所
と
し
て
は
不
向
き
な
地
域
が
あ

り
、
宝
暦
期
に
は
本
所
・
深
川
方
面
で
そ
の
据
え
廻
し
場
所
が
限
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
鷹
場
支
配
に
は
、
鳥
見
だ
け
で
な
く
、
代
官
の
伊
奈
氏
も
か

か
わ
っ
て
い
た
。
伊
奈
氏
は
幕
府
代
官
と
し
て
幕
府
直
轄
領
の
支
配
に

携
わ
る
と
と
も
に
、
鷹
野
御
用
な
ど
の
広
域
的
業
務
を
担
当
し
て
い

た（
4（
（

。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
六
月
、
幕
府
は
御
拳
場
の
町
村
へ
困
窮

し
た
民
衆
を
救
う
た
め
、
浅
草
の
幕
府
米
蔵
に
あ
る
三
万
石
の
更
米
の

拝
借
に
か
か
わ
る
通
達
を
出
し
た
。
更
米
と
は
腐
化
米
と
も
書
き
、
湿

気
・
虫
食
い
な
ど
の
た
め
に
痛
ん
だ
米
を
い
う
。
御
拳
場
の
町
村
に
は

鳥
見
か
ら
告
知
し
、
代
官
伊
奈
氏
の
馬
喰
町
役
所
か
ら
米
切
手
を
も
ら

い
、
浅
草
の
米
蔵
か
ら
拝
借
す
る
手
続
き
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
実

施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
御
拳
場
で
あ
っ
た
武
蔵
国
荏
原
郡
六
郷
領

村
々
で
も
確
認
で
き
、
こ
の
月
、
同
郡
下
丸
子
村
名
主
の
四
郎
左
衛
門

は
鳥
見
の
高
月
政
右
衛
門
に
浅
草
の
米
蔵
か
ら
更
米
を
拝
借
し
、
受
け

取
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
返
納
方
法
に
つ
い
て

は
代
官
伊
奈
半
左
衛
門
役
所
へ
相
談
し
て
い
た（

43
（

。

　

こ
の
通
達
は
、
江
戸
の
町
奉
行
支
配
の
町
方
に
も
あ
り
、
宝
暦
四
年

二
月
、
御
拳
場
で
あ
っ
た
武
蔵
国
豊
島
郡
柏
木
村
の
枝
郷
淀
橋
町
と
成

子
町
は
代
官
伊
奈
半
左
衛
門
へ
拝
借
で
き
る
更
米
の
分
量
換
算
に
つ
い

て
の
願
書
を
提
出
し
て
い
た（

43
（

。

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
を
御
願
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

麟
祥
院
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏
木
村
枝
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淀
橋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
御
支
配　
　

家
持
四
拾
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
子
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

断　
　
　
　

家
持
九
拾
壱
人
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一�

、
此
度
御　

拳
場
村
々
江
ふ
け
米
御
拝
借
被
成
下
候
様
ニ
御
触
奉

畏
候
、
依
之
私
共
村
方
之
儀
御
拝
借
仕
度
奉
存
、
去
年
中
御
拝
借

被
仰
付
候
町
方･

村
方
を
承
候
所
、
地
面
石
高
書
上
ヶ
、
石
高
ニ

応
し
御
拝
借
仕
候
様
ニ
及
承
申
候
ニ
付
、
此
度
柏
木
村
分
御
朱
印

石
高
計
書
上
ヶ
候
ニ
付
、
其
割
合
ニ
而
御
拝
借
仕
難
有
奉
存
候
、

乍
然
私
共
町
方
之
儀
柏
木
村
枝
郷
ニ
而
無
高
同
前
少
高
ニ
御
座
候

得
共
、
町
通
ニ
而
家
持
数
多
御
座
候
得
者
、
石
高
不
相
応
ニ
人
足

等
相
勤
申
候
、
隣
町
牛
込
原
町
辺
・
早
稲
田
町
・
馬
場
下
町
其
最

寄
を
承
り
候
得
者
、
町
方
之
儀
ハ
地
面
石
高
不
書
上
、
其
町
々
家

持
家
数
ニ
応
シ
御
拝
借
被
成
下
候
様
ニ
及
承
申
候
、
殊
ニ
私
共
親

郷
柏
木
村
耕
地
之
内
御　

立
場
下
ニ
而
御
座
候
得
者
、
御　

場
所

拵
人
足
等
数
多
相
勤
申
候
、
且
又

　

�

刑
部
卿
様
御　

出
之
御
節
茂
淀
橋
町
水
車
久
□
□
方
御
小
休
所
ニ

相
成
候
得
者
、
諸
御
役
人
衆
中
様
御
揃
所
ニ
御
座
候
而
、
何
レ
様

と
申
御
事
な
く
被
仰
付
次
第
人
足
等
指
出
シ
御
用
相
勤
申
候
、
御

と
り
か
ひ
之
儀
茂
御
鷹
匠
様
方
淀
橋
町
上
下
御
休
所
ニ
被
遊
候
得

ハ
、
是
又
御
用
次
第
人
足
等
も
指
出
シ
申
候
、
猶
又
猪
御　

狩
追

鳥
御　

狩
之
御
節
勢
子
人
足
、
又
者
御　

場
所
拵
人
足
等
之
儀
大

方
出
役
様
方
よ
り
直
御
廻
状
ニ
而
被
仰
付
候
、
其
外
触
継
よ
り
茂

申
来
り
候
儀
も
御
座
候
、
隣
町
之
家
持
共
壱
間
一
人
之
御
役
相
勤

申
候
も
、
私
共
壱
間
壱
人
之
御
役
相
勤
候
茂
同
様
く
ら
ひ
ニ
可
有

御
座
か
と
も
奉
存
候
得
者
、
此
度
御
拝
借
之
儀
茂
御　

慈
悲
御
救

之
御
事
と
奉
存
候
ニ
付
、
私
共
儀
茂
以
家
数
を
御
拝
借
仕
度
奉
存

候
、
御　

慈
悲
ニ
願
之
通
被
為　

仰
付
被　

下
置
候
ハ
ヽ
、
偏
ニ

難
有
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏
木
淀
橋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
持
惣
代

　
　
　
　

宝
暦
四
年
戌
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友　

七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

成
子
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
持
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　

定
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主　

紋
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

伊
奈
半
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
町
奉
行
支
配
の
淀
橋
町
・
成
子
町
は
御
拳
場
の
町

村
に
触
れ
ら
れ
た
更
米
の
拝
借
を
願
お
う
と
し
た
が
、
他
の
町
村
が
町

村
高
に
応
じ
て
拝
借
し
て
い
た
た
め
、
石
高
の
小
さ
な
町
方
と
し
て
は

少
量
の
更
米
し
か
拝
借
で
き
な
い
と
い
う
不
利
な
状
況
下
に
あ
っ
た
。
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こ
の
た
め
、
隣
接
し
た
町
方
か
ら
情
報
を
得
た
と
こ
ろ
、
町
の
規
模
を

示
す
石
高
を
記
さ
ず
に
、
家
持
の
家
数
に
応
じ
て
更
米
の
拝
借
を
願
っ

た
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
両
町
は
こ
れ
ま

で
御
場
拵
人
足
や
猪
狩
り
・
追
鳥
狩
り
の
勢
子
人
足
な
ど
で
多
く
の
御

用
人
足
を
勤
め
、
ま
た
間
口
一
間
当
た
り
一
人
の
割
合
で
御
用
を
勤
め

た
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
家
持
の
家
数
に
よ
っ
て
更
米

の
拝
借
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
か
ど
う
か

は
判
明
し
な
い
が
、
小
高
あ
る
い
は
無
高
の
町
方
は
在
方
の
村
の
よ
う

に
村
の
石
高
で
は
な
く
家
持
の
家
数
に
よ
っ
て
更
米
を
拝
借
し
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
拝
借
米
に
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
鷹
場

負
担
に
し
て
も
、
江
戸
町
方
の
割
合
の
基
準
が
石
高
で
は
な
く
家
持
の

家
数
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
鷹
場
村
々
で
は
、
そ
の
支
配
の
一
環
と
し
て
村
高
調
査
が
行
わ

れ
て
い
た
。
次
の
史
料
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
一
一
月
、
鷹
野

御
用
を
担
当
し
た
代
官
の
伊
奈
氏
が
在
方
の
村
と
同
じ
よ
う
に
江
戸
町

方
か
ら
も
町
の
石
高
の
報
告
を
命
じ
、
そ
の
命
令
に
基
づ
き
町
方
が
提

出
し
た
も
の
で
あ
る（

43
（

。

　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

　

一
、
村
石
高
御
尋
ニ
御
座
候
処
、
私
共
門
前
町
屋
之
儀
ハ
石
高

　
　

無
御
座
候
、
此
段
以
書
付
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
豊
島
郡

　
　
　

天
明
八
年
申
十
一
月　
　
　

四
ツ
谷
太
宗
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

所
理
性
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

所
東
長
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
御
奉
行
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

主　

清
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　

寄　

忠
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

喜　

八
㊞

　
　
　
　

伊
奈
摂
津
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　

こ
れ
は
、
代
官
伊
奈
氏
の
石
高
調
査
に
対
し
て
、
御
拳
場
で
あ
り
、

か
つ
町
奉
行
支
配
の
四
谷
の
太
宗
寺
門
前
町
・
理
性
寺
門
前
町
・
東
長

寺
門
前
町
の
町
役
人
が
無
高
の
町
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
も
の
で
あ

る
。
伊
奈
氏
は
、
幕
府
の
鷹
野
御
用
を
担
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
鷹
場

負
担
を
割
り
当
て
る
立
場
に
あ
り
、
そ
う
し
た
利
用
に
供
す
る
た
め
町

村
の
石
高
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
御
拳
場
の
江
戸
の
町
方
も
周
辺
の
在
方
の
村
と
同

様
、
鳥
見
や
代
官
伊
奈
氏
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
鷹
場
支
配
を
受
け
て

い
た
。
ま
た
、
御
拳
場
の
維
持
管
理
上
行
わ
れ
て
い
た
犬
取
扱
い
の
規

制
な
ど
は
、
目
付
や
町
奉
行
を
通
し
て
御
拳
場
で
は
な
い
江
戸
の
武
家
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屋
敷
や
町
方
で
も
行
わ
れ
、
そ
う
し
た
問
題
解
決
に
協
力
す
る
態
勢
が

と
ら
れ
て
い
た
。
代
官
の
伊
奈
氏
も
、
鷹
野
御
用
と
い
う
広
域
的
業
務

を
担
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
御
拳
場
で
あ
れ
ば
町
奉
行
管
轄
の
江
戸
の

町
方
の
支
配
と
も
密
接
に
か
か
わ
り
、
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
た
の

で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
二
）
江
戸
の
町
の
御
拳
場
と
鷹
場
負
担

　

鷹
場
負
担
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
江
戸
の
町

で
ど
の
よ
う
に
負
担
さ
れ
、
そ
の
特
色
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
一
〇
月
の
「
中
野
筋
御
拳
場
并
御
両
卿
様

御
借
場
村
町
石
高
書
上
帳（

43
（

」
の
末
尾
に
は
、
御
拳
場
中
野
筋
の
う
ち
中

野
村
卯
右
衛
門
が
触
次
を
務
め
る
鷹
場
組
合
町
村
の
鷹
狩
り
・
鷹
場
に

か
か
わ
る
御
用
人
足
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み

ら
れ
る
。

　

惣
高
合
弐
万
弐
千
九
百
九
拾
四
石
六
斗
三
升
弐
合
七
勺
七
才

　
　
　
　

内
高
壱
石
三
斗
四
合　

御
鳥
見
御
役
屋
敷
高
引

　
　
　
　

内
高
弐
千
石　
　
　
　

触
次
方
廻
状
持
送
り
人
足
高
引

　
　

残
高
弐
万
九
百
九
拾
三
石
三
斗
弐
升
八
合
七
勺
七
才

　
　
　
　
　
　

右
者
御
用
人
足
割
合
高

　
　

無
高
家
持
弐
百
六
拾
九
軒

　
　
　
　
　
　

此
人
足
弐
百
六
拾
九
人
相
勤
申
候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
野
村
の
卯
右
衛
門
を
触
次
と
す
る
鷹
場
組
合
町

村
の
総
石
高
は
、
二
万
二
九
九
四
石
六
斗
三
升
二
合
七
勺
七
才
で
あ
っ

た
が
、
鳥
見
屋
敷
の
石
高
一
石
三
斗
四
合
と
触
次
方
廻
状
持
ち
送
り
人

足
高
二
〇
〇
〇
石
を
差
し
引
い
て
、
そ
の
勤
高
は
二
万
九
九
三
石
三
斗

二
升
八
合
七
勺
七
才
で
あ
っ
た
。
こ
の
鷹
場
組
合
に
鷹
狩
り
や
鷹
場
に

か
か
わ
る
御
用
人
足
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
所
属
す
る
町
村
は
そ
れ
ぞ

れ
の
町
村
高
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
鷹
場
組
合
に
は
無
高
の
江
戸
の
町
方
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
町
方
で
は
家
持
数
二
六
九
軒
で
二
六
九
人
の
人
足
を
出
す
決
ま
り
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
町
人
地
の
無
高
の
町
で
は
御
鷹
御
用
人
足
の

負
担
に
あ
た
っ
て
、
家
持
一
軒
当
た
り
一
人
の
人
足
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
石
高
を
附
さ
れ
た
町
村
が
御
鷹
御
用
人
足
を
実
際
に
ど

れ
く
ら
い
負
担
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、天
保
九
年
（
一
八
三
八
）

閏
四
月
の
「
差
出
申
一
札
之
事（

43
（

」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一�
、
御
用
人
足
触
当
之
儀
、
高
百
石
ニ
付
三
人
割
よ
り
五
人
割
迄
ニ

割
合
、
御
成
御
出
度
々
有
之
御
場
拵
御
用
向
之
多
少
ニ
随
ひ
触
当
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申
候
、
尤
寺
社
領
又
者
町
方
之
儀
者
採
草
虫
類
日
々
上
納
物
相
納

不
申
候
ニ
付
、

　
　

�
御
成
御
用
人
足
之
儀
者
右
割
合
よ
り
余
分
差
出
候
、
前
々
よ
り
之

規
定
ニ
付
触
当
申
候
事

　
　
　

但�

、
町
方
并
宿
方
之
儀
者
往
古
御
書
出
被
成
候
振
合
を
以
家
持

人
数
割
ニ
而
触
当
申
候
事

　

こ
の
地
域
の
鷹
場
組
合
に
お
け
る
御
鷹
御
用
人
足
は
、
町
村
高

一
〇
〇
石
当
た
り
三
〜
五
人
の
割
合
で
割
り
当
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
御
用
人
足
は
将
軍
の
鷹
野
御
成
に
伴
う
御
鷹
御
用
の
頻
度
に
よ
っ

て
調
整
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
寺
社
領
の
町
村
や
江
戸
の

町
方
は
そ
れ
以
外
の
町
村
と
異
な
り
、
採
草
虫
類
（
上
ヶ
物
）
を
上
納

し
な
か
っ
た
の
で
、
御
成
御
用
人
足
を
余
分
に
負
担
す
る
決
ま
り
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
の
町
方
や
宿
場
に
お
け
る
諸
負
担
は
、
古
く

か
ら
文
書
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
家
持
の
人
数
に
応
じ

て
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

天
保
九
年
五
月
の
「
触
次
役
願
ニ
付
村
々
議
定
書
其
外
入
置
一
札
之

写（
（4
（

」
に
は
、
中
野
村
の
堀
江
卯
右
衛
門
を
触
次
と
す
る
鷹
場
組
合
の
場

合
、在
方
の
村
々
と
江
戸
の
町
方
が
混
在
し
て
結
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、

御
鷹
御
用
人
足
の
よ
う
に
触
次
給
や
水
夫
銭
に
つ
い
て
も
村
方
と
町
方

で
は
そ
の
割
り
当
て
に
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一�

、
触
次
給
、
村
方
之
分
者
百
石
ニ
付
銀
三
匁
ツ
ヽ
、
町
方
之
分
者

宝
暦
七
丑
年
十
二
月
議
定
書
面
之
通
請
取
来
候
ニ
付
、
以
来
共
振

合
相
増
申
間
敷
候
事

　

一�

、
水
夫
銭
、
村
方
之
分
者
百
石
ニ
付
銭
百
四
拾
八
文
ツ
ヽ
、
町
方

之
儀
者
壱
石
ニ
付
銭
拾
四
文
四
分
、
外
面
割
八
拾
文
ツ
ヽ
請
取
来

申
候
ニ
付
、
是
又
以
来
相
増
候
義
ニ
無
御
座
候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
触
次
の
給
料
は
鷹
場
組
合
に
所
属
す
る
町
村
が
支

払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
町
方
と
在
方
が
同
じ
基
準
で
支
払
っ
て
い

た
の
で
は
な
く
、
在
方
の
村
は
村
高
一
〇
〇
石
当
た
り
銀
三
匁
ず
つ
、

町
方
は
こ
こ
に
は
そ
の
記
述
が
な
い
が
別
の
基
準
で
負
担
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
荷
物
の
運
搬
要
員
と
し
て
の
水
夫
の
入
用
銭
は
、
在

方
の
村
の
場
合
村
高
一
〇
〇
石
当
た
り
銭
一
四
八
文
、
町
方
で
は
町
高

一
石
当
た
り
銭
一
四
文
四
分
と
一
人
当
た
り
八
〇
文
の
割
合
で
の
組
み

合
わ
せ
で
支
払
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
御
鷹
御
用
人
足
は
御
拳
場

に
設
定
さ
れ
た
在
方
の
村
や
江
戸
の
町
方
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、武
家
地
の
町
が
負
担
し
て
い
た
事
実
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、

大
名
な
ど
が
江
戸
周
辺
の
村
方
に
抱
屋
敷
を
買
得
し
て
い
た
場
合
、
そ

の
負
担
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
弘
前
藩
は
、
元
禄
一
五

年
（
一
七
〇
二
）
亀
戸
村
と
柳
島
村
に
ま
た
が
る
亀
戸
天
神
の
北
隣
に
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位
置
す
る
地
域
に
抱
屋
敷
を
買
得
し
、
こ
の
屋
敷
は
亀
戸
・
柳
島
屋
敷

と
呼
ば
れ
て
い
た
。「
弘
前
藩
江
戸
日
記
」
の
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

五
月
一
〇
日
条
に
は
「
金
子
三
両
、
右
者
当
御
屋
敷
分
御
鷹
御
用
人
足

代
、
亀
戸
村
名
主
新
五
左
衛
門
方
よ
り
上
納
候
様
ニ
と
申
来
候
」
と
あ

り
、
弘
前
藩
は
抱
屋
敷
を
所
持
す
る
亀
戸
村
の
名
主
よ
り
屋
敷
地
の
石

高
に
相
当
す
る
御
鷹
御
用
人
足
代
と
し
て
金
三
両
の
上
納
を
求
め
ら
れ

て
い
た
。
御
拳
場
で
あ
っ
た
江
戸
周
辺
農
村
に
抱
屋
敷
を
買
得
し
た
弘

前
藩
が
負
担
す
る
御
鷹
御
用
人
足
代
金
の
上
納
方
法
に
つ
い
て
は
、
亀

戸
村
の
名
主
ら
が
享
保
二
年
分
を
一
五
両
で
請
け
負
い
、
四
月
と
八
月

の
両
度
に
金
銭
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
ま
た
同
年
一
二
月
に
は
翌
年
分

の
請
負
を
弘
前
藩
に
申
し
出
て
い
た（

（4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
御
鷹
御
用
人
足

は
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
て
い
た
亀
戸
村
の
土
地
の
石
高
に
対
し
て
賦
課

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
村
で
抱
屋
敷
を
買
得
し
た
弘
前
藩

も
屋
敷
地
の
石
高
に
相
当
す
る
負
担
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
上
納
方
法
は
地
元
百
姓
の
請
負
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
中
野
村
触
次
の
触
治
郎
が
江
戸
の
町
方
に
御
鷹

御
用
人
足
の
拠
出
を
命
じ
た
史
料
を
示
す
こ
と
に
す
る（

（4
（

。

　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
人
足
九
人　
　

天
龍
寺
門
前
㊞

　
　

一
、
人
足
廿
五
人　

内
藤
新
宿
㊞

　
　

一
、
人
足
四
人　
　

太
宗
寺
門
前
㊞

　
　

一
、
人
足
拾
弐
人　

牛
込
肴
町
㊞

　
　

一
、
人
足
三
人　
　

同
築
地
片
町
㊞

　
　

一
、
人
足
拾
壱
人　

同
改
代
町
㊞

　
　

一
、
人
足
八
人　
　

同
水
道
町
㊞

　
　

一
、
人
足
四
人　
　

同
破
損
町
㊞

　

右
者
両

　

�

御
丸
様
御
成
御
沙
汰
ニ
付
、
御
賦
御
道
具
持
送
り
人
足
書
面
之
通
明

朔
日
朝
六
ツ
半
時
馬
喰
町
御
用
屋
敷
内
御
鷹
野
御
役
所
へ
御
差
出
可

被
下
候
、
尤
老
人
・
子
供
・
病
身
も
の
等
相
除
、
刻
限
無
遅
滞
御
差

出
可
被
成
候
、
此
状
刻
付
ヲ
以
即
刻
御
順
達
留
り
御
方
様
よ
り
無
相

違
御
返
却
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
村

　
　
　

午
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

触
次

　
　
　
　
　
　

申
上
刻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

触
治
郎
㊞

　
　
　
　
　

右
町
々

　
　
　
　
　
　

御
名
主
衆
中

　

こ
れ
は
、
中
野
村
の
触
治
郎
が
触
次
を
務
め
た
鷹
場
組
合
に
属
す
る

江
戸
町
方
の
う
ち
、
内
藤
新
宿
・
四
谷
・
牛
込
の
一
部
町
々
が
将
軍
と
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そ
の
子
の
鷹
狩
り
に
際
し
て
御
賦
御
道
具
持
送
り
人
足
を
駆
り
出
さ

れ
、
馬
喰
町
御
用
屋
敷
内
の
鷹
野
役
所
に
出
向
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
人
足
は
老
人
や
子
供
を
除
い
た
成
人
で
構
成
し
、

遅
刻
し
な
い
よ
う
に
指
定
場
所
に
赴
く
よ
う
、条
件
づ
け
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
石
高
で
把
握
さ
れ
た
町
や
無
高
の
町
、
そ
れ
に
反
別
で
把

握
さ
れ
た
町
が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
鷹
場
組
合
の
町
村
が
合
意
し
あ
っ

た
御
鷹
御
用
人
足
の
拠
出
事
項
に
沿
っ
て
人
足
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
御
拳
場
に
設
定
さ
れ
た
江
戸
の
町
方
に
は
、
規
模
の

小
さ
な
石
高
を
有
す
る
町
や
無
高
で
反
別
・
坪
で
把
握
さ
れ
て
い
た
町

が
あ
っ
た
。
一
般
に
、
鷹
場
負
担
は
町
村
の
石
高
に
応
じ
て
割
り
当
て

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
中
野
筋
に
属
す
る
江
戸
の
無
高
の
町
で

は
家
持
の
人
数
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
鷹
場
組
合
の
構

成
町
村
の
合
意
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
御
拳
場
で
あ
る

江
戸
の
周
辺
農
村
に
抱
屋
敷
を
買
得
し
た
大
名
も
御
鷹
御
用
人
足
を
負

担
し
て
い
た
が
、
こ
の
人
足
の
負
担
は
武
家
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は

な
く
、
村
の
土
地
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

村
の
名
主
か
ら
上
納
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　
　
　
　
三
　
江
戸
の
町
の
落
鳥
処
理

　

次
に
、
町
奉
行
所
が
取
り
扱
っ
た
事
件
の
な
か
で
、
記
録
と
し
て
残

す
べ
き
事
件
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
記
事
條
例
」
を
用
い
て
、
江
戸

の
町
方
で
落
鳥
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
を
み
て
み
よ
う（

（（
（

。

　

文
化
十
酉
年
十
二
月
十
六
日
言
上
帳
書
抜

　

一�

、
巣
鴨
町
吉
兵
衛
申
上
候
、
今
昼
九
半
時
頃
居
宅
裏
之
方
屋
根
上

ニ
而
物
音
致
し
候
ニ
付
立
出
見
候
得
者
、
私
構
内
表
明
地
ニ
鶴
一

羽
、
裏
明
地
内
壱
羽
、
二
羽
共
落
居
候
間
番
人
附
置
、
御
場
内
之

儀
ニ
付
、
御
鳥
見
山
口
忠
之
進
与
申
仁
江
御
届
申
上
候
得
者
、
明

日
御
見
分
可
被
成
旨
被
申
渡
候
、
此
段
御
月
番
肥
前
守
殿
御
番
所

江
御
訴
申
上
候
得
者
、
猶
又
追
々
御
訴
可
申
上
旨
被
仰
渡
候
、
為

御
届
申
上
候
由
、
右
之
吉
兵
衛
、
五
人
組
半
四
郎
、
名
主
政
右
衛

門
申
上
候

　

同
十
九
日

　

一�

、
右
吉
兵
衛
申
上
候
、
昨
十
八
日
御
鳥
見
梶
田
与
十
郎
・
中
村
与

左
衛
門
与
申
仁
被
相
越
、
御
見
分
之
上
右
始
末
口
書
差
出
、
右
鶴

二
羽
共
持
参
致
し
候
様
被
申
渡
候
ニ
付
持
参
致
し
候
処
、
御
伺
之

上
取
捨
ニ
相
成
候
旨
被
仰
渡
候
、
此
段
為
御
訴
申
上
候
由
、
右
之

吉
兵
衛
、
五
人
組
半
四
郎
、
名
主
政
右
衛
門
煩
ニ
付
代
忰
常
吉
申

来
候

　

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
一
二
月
一
六
日
午
後
、御
拳
場
で
あ
り
、
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黒
引
内
の
町
方
で
あ
っ
た
巣
鴨
町
（
現
豊
島
区
巣
鴨
）
の
吉
兵
衛
は
居

宅
内
明
地
に
鶴
二
羽
が
落
ち
て
い
た
の
で
、番
人
を
付
け
る
と
と
も
に
、

鳥
見
に
届
け
出
た
と
こ
ろ
見
分
を
受
け
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
を
月
番
の
町
奉
行
根
岸
鎮
衛
の
奉
行
所
に
も
届
け
出
た
と
こ
ろ
、

そ
の
後
の
状
況
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
同
月
一
八
日
に
は
鳥

見
二
名
の
見
分
を
受
け
、
鶴
二
羽
も
持
参
し
た
と
こ
ろ
取
り
捨
て
る
よ

う
に
申
し
渡
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
町
奉
行
所
に
も
報
告
し
た
。
町
奉
行

支
配
下
の
黒
引
内
町
方
で
あ
っ
て
も
、
落
鳥
の
処
理
は
御
拳
場
の
支
配

を
担
当
し
て
い
た
鳥
見
の
管
轄
で
あ
り
、
落
鳥
場
所
の
見
分
と
と
も
に

口
書
（
役
人
が
対
象
者
を
取
り
調
べ
て
書
き
と
っ
た
調
書
）
を
取
ら
れ
、

そ
の
処
理
に
つ
い
て
の
指
示
も
受
け
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
江
戸
の
町
方
で
捨
て
ら
れ
て
い
た
鳥
の
措
置
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
史
料
を
示
す
こ
と
に
す
る（

（（
（

。

　

宝
暦
十
二
午
年
二
月
三
日
言
上
帳
書
抜

　

一�

、
品
川
台
町
月
行
事
清
兵
衛
申
上
候
、
町
内
往
還
ニ
而
今
夕
七
時

過
何
方
よ
り
歟
、
犬
鴨
壱
羽
く
わ
へ
来
候
ニ
付
彼
是
申
候
内
、
右

犬
鴨
を
捨
置
逃
ケ
申
候
、
依
之
右
鴨
持
参
御
訴
申
上
候
由
、
右
之

清
兵
衛
・
五
人
組
宗
兵
衛
・
名
主
権
右
衛
門
煩
ニ
付
代
伊
兵
衛
申

来
ニ
付
、
御
鳥
見
江
持
参
致
候
様
申
付
之

　

�

右
鴨
、
御
鳥
見
大
竹
孫
右
衛
門
殿
江
持
参
相
納
候
処
、
右
場
所
御
見

分
を
可
被
遣
候
由
ニ
而
、
翌
四
日
御
役
人
御
両
人
御
出
被
成
御
見
分

相
済
、
私
共
口
書
御
取
被
成
候
之
由
、
右
之
者
共
申
来
候

　

宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
二
月
三
日
の
夕
方
、
品
川
台
町
（
現
品

川
区
東
五
反
田
）
の
月
行
事
清
兵
衛
ら
は
、
町
内
の
道
路
に
鴨
を
く
わ

え
た
犬
が
や
っ
て
き
て
捨
て
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
鴨
を
持

参
し
町
奉
行
所
に
届
け
出
た
。
こ
の
結
果
、
町
奉
行
所
は
鳥
見
方
へ
持

参
す
る
よ
う
申
し
付
け
た
。
こ
の
た
め
、
清
兵
衛
ら
は
鳥
見
の
大
竹
孫

右
衛
門
方
へ
持
参
し
て
渡
し
、
鴨
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
場
所
の
見
分
を

受
け
、口
書
を
取
ら
れ
て
一
件
落
着
し
た
。品
川
台
町
が
御
拳
場
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
親
郷
の
北
品
川
宿
は
御
拳
場
の
目

黒
筋
に
属
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
黒
引
内
の
品
川
台
町
で
は
町
内
の
落

鳥
を
町
奉
行
所
に
届
け
出
た
も
の
の
、
鳥
見
に
鳥
を
持
参
す
る
よ
う
申

し
渡
さ
れ
、
鳥
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
場
所
の
見
分
を
受
け
て
こ
の
事
件

を
一
件
落
着
さ
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
の
黒
引
内
町
方
で
の
落
鳥

処
理
は
町
奉
行
所
の
管
轄
で
は
な
く
、
鳥
見
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

次
に
、
明
ら
か
に
御
拳
場
で
は
な
い
町
方
の
落
鳥
処
理
に
つ
い
て
の

事
例
を
示
そ
う（

（3
（

。

　

宝
暦
二
申
年
九
月
十
四
日
言
上
帳
書
抜
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一�

、
新
両
替
町
四
町
目
月
行
事
文
七
申
上
候
、
町
内
往
還
ニ
足
皮
附

候
鴛
女
鳥
下
り
居
候
ヲ
、
今
昼
八
時
見
出
申
候
、
則
持
参
為
御
届

申
上
候
由
、
右
之
文
七
、五
人
組
三
右
衛
門
、
名
主
伊
右
衛
門
他

出
ニ
付
代
又
市
申
来
ニ
付
、
御
鳥
見
組
頭
中
山
八
郎
右
衛
門
方
江

添
便
を
以
右
鳥
為
持
遣
ス

　

�

右
文
七
申
上
候
、
右
鳥
右
屋
鋪
江
持
参
候
得
者
、
鳥
者
御
留
メ
被
成
、

明
朝
六
半
時
罷
出
候
様
被
仰
渡
候
、
尤
鳥
下
り
候
場
所
江
者
御
見
分

可
被
遣
由
ニ
御
座
候
旨
、
同
夜
右
之
者
共
申
来
候
、
同
十
五
日
右
文

七
訴
来
候
者
、
今
日
右
場
所
江
西
文
九
郎
殿
御
見
分
被
成
、
木
戸
番

人
并
月
行
事
口
書
御
取
被
成
候
、
名
主
代
五
人
組
之
者
中
山
八
郎
右

衛
門
殿
江
罷
越
候
処
、
右
鳥
御
持
セ
被
成
、
御
本
丸
中
之
口
江
持
参

仕
候
処
、
鳥
之
儀
者
御
請
取
被
成
候
間
、
八
郎
右
衛
門
殿
御
屋
鋪
江

右
鳥
持
参
致
候
様
ニ
被
仰
付
、
則
西
文
九
郎
殿
御
差
添
被
成
、
右
御

屋
鋪
江
持
参
い
た
し
鳥
相
納
相
帰
候
由
、
右
之
者
共
申
来
候

　

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
九
月
一
四
日
午
後
、新
両
替
町
四
丁
目
（
現

中
央
区
銀
座
）
の
月
行
事
文
七
は
、
町
内
の
道
路
に
足
革
を
つ
け
た
雌

の
鴛
鴦
が
舞
い
下
り
た
の
を
発
見
し
、
町
奉
行
所
に
鳥
を
持
参
し
届
け

出
た
と
こ
ろ
、
鳥
見
組
頭
の
中
山
八
郎
右
衛
門
屋
敷
へ
添
え
手
紙
を

持
っ
て
鳥
を
持
参
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
中
山
屋
敷
に
出

向
い
た
と
こ
ろ
、
鳥
は
留
め
置
か
れ
た
も
の
の
、
明
朝
出
直
す
よ
う
命

じ
ら
れ
、
鳥
が
舞
い
下
り
た
場
所
の
見
分
の
た
め
に
鳥
見
を
遣
わ
す
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
一
五
日
、
鳥
の
見
分
の
た
め
に
鳥
見
の
西
文

九
郎
が
や
っ
て
き
て
、
木
戸
番
人
や
月
行
事
か
ら
口
書
を
取
っ
た
。
一

方
、名
主
代
や
五
人
組
は
鳥
見
組
頭
の
中
山
の
屋
敷
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、

鳥
を
持
た
せ
ら
れ
て
本
丸
中
之
口
に
赴
い
た
が
、
鳥
見
組
頭
の
屋
敷
に

持
っ
て
い
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
鳥
見
の
西
文
九
郎
が
付
き
添
っ
て
組

頭
屋
敷
に
持
参
し
、
鳥
を
渡
し
て
一
件
落
着
し
た
。
新
両
替
町
四
丁
目

は
御
拳
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
落
鳥
の
扱
い
に
つ
い
て
町
奉
行
所
に
届

け
出
た
と
こ
ろ
、
鳥
見
組
頭
の
屋
敷
に
持
参
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
町
人
た
ち
が
江
戸
城
の
本
丸
中
之
口
に
鳥
を
持
参
さ
せ
ら
れ

た
の
は
、
鳥
の
足
に
足
革
が
付
い
て
い
た
た
め
、
江
戸
城
で
飼
育
し
て

い
る
鳥
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
落
鳥
の
処
理

に
つ
い
て
は
御
拳
場
で
は
な
い
江
戸
の
町
方
で
あ
っ
て
も
、
御
拳
場
の

町
と
同
様
に
鳥
見
の
所
管
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
江
戸
の
町
の
落
鳥
は
鷹
狩
り
の
獲
物
と
な
る
鳥
と
は
限
ら

ず
、
鷹
が
舞
い
下
り
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
史
料
は
、
町
方
に
舞
い

下
り
た
鷹
の
処
理
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る（

（3
（

。

　

安
永
七
戌
年
十
二
月
五
日
言
上
帳
書
抜

　

一�
、
小
網
町
弐
町
目
半
右
衛
門
申
上
候
、
今
夕
七
時
過
私
地
面
内
植

木
ニ
鷹
一
羽
足
ニ
紫
之
紐
付
と
ま
り
居
候
ニ
付
則
持
参
、
御
月
番
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大
隅
守
殿
御
番
所
江
御
訴
申
上
候
得
者
、
御
使
差
添
、
御
鷹
匠
頭

江
可
被
差
遣
旨
被
仰
渡
候
、
為
御
届
申
上
候
由
、
右
之
半
右
衛
門
・

五
人
組
半
七
・
名
主
伊
兵
衛
煩
ニ
付
代
喜
八
申
来
候

　

�

右
半
右
衛
門
申
上
候
、
前
書
御
訴
申
上
候
鷹
、
御
添
使
ニ
而
御
鷹
匠

頭
戸
田
久
次
郎
殿
江
持
参
仕
候
処
、
御
請
取
被
成
候
段
被
仰
渡
候
、

此
段
右
御
番
所
江
御
訴
申
上
候
得
者
、
被
御
聞
置
候
旨
被
仰
渡
候
、

為
御
届
申
上
候
由
、
同
日
右
之
も
の
共
申
来
候

　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
一
二
月
五
日
夕
方
、
小
網
町
二
丁
目
（
現

中
央
区
小
網
町
）
に
住
む
半
右
衛
門
は
、
自
宅
敷
地
内
の
植
木
に
足
に

紫
の
紐
を
つ
け
た
鷹
一
羽
が
止
ま
っ
て
い
た
た
め
捕
ま
え
て
、
月
番
町

奉
行
の
牧
野
成
賢
の
奉
行
所
に
持
参
し
届
け
出
た
と
こ
ろ
、
役
人
付
き

添
い
の
う
え
鷹
匠
頭
の
も
と
へ
持
っ
て
い
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ

の
指
示
に
従
い
、
鷹
匠
頭
（
千
駄
木
組
）
の
戸
田
久
次
郎
の
も
と
へ
鷹

一
羽
を
持
参
し
、
受
け
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
事
情
を
町
奉
行
所
に
も
報
告
し
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
の
町
人
地

に
舞
い
下
り
た
鷹
の
所
管
は
、
町
奉
行
所
で
は
な
く
、
鷹
匠
頭
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
鷹
は
足
に
紫
の
紐
を
付
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、

ど
こ
か
で
飼
育
し
て
い
た
鷹
に
違
い
な
く
、
鷹
の
訓
練
で
逸
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
史
料
は
、
江
戸
の
町
で
旗
本
の
名
前
が
記
さ
れ
た
矢
が
突
き
刺

さ
っ
て
い
た
鴨
の
落
鳥
処
理
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る（

（3
（

。

　

寛
政
八
辰
年
十
二
月
二
日
言
上
帳
書
抜

　

一�

、
新
両
替
町
三
町
目
家
主
甚
兵
衛
申
上
候
、
今
昼
四
時
過
私
店
路

次
内
江
、
川
村
千
太
郎
与
銘
有
之
矢
負
候
小
鴨
一
羽
落
候
ニ
付
、

則
持
参
、
此
段
為
御
訴
申
上
候
由
、
右
之
甚
兵
衛
・
五
人
組
金
兵

衛
申
来
ニ
付
、
今
日　

御
成
先
御
供
御
目
付
衆
江
添
翰
、
組
同
心

差
添
遣
候
間
、
右
矢
負
鳥
持
参
差
図
可
請
旨
申
渡
之

　

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
一
二
月
二
日
昼
前
、新
両
替
町
三
丁
目
（
現

中
央
区
銀
座
）
の
家
主
甚
兵
衛
は
、
自
ら
管
理
し
て
い
る
長
屋
の
路
地

に
、
川
村
千
太
郎
の
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
矢
の
刺
さ
っ
た
鴨
一
羽
が
落

ち
て
い
た
の
で
、
持
参
し
て
町
奉
行
所
に
届
け
出
た
。
川
村
千
太
郎
は

五
〇
〇
石
取
り
の
旗
本
河
村
千
太
郎
秀
宣
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
本
丸
の

書
院
番
を
勤
め
、
幾
度
と
な
く
弓
の
名
手
と
し
て
褒
美
を
も
ら
っ
て
い

た
。
こ
の
事
件
後
、
河
村
は
ど
の
よ
う
な
理
由
な
の
か
は
不
明
だ
が
、

一
二
月
一
〇
日
に
西
丸
勤
め
に
異
動
し
て
い
る（

（3
（

。
こ
う
し
て
、
矢
負
い

の
鴨
の
落
鳥
届
け
出
に
よ
り
、
町
奉
行
所
は
当
日
の
将
軍
の
お
成
り
に

同
行
し
て
い
た
目
付
衆
へ
添
え
手
紙
を
出
し
、
甚
兵
衛
に
は
町
奉
行
所

同
心
に
付
き
添
っ
て
も
ら
っ
て
目
付
の
と
こ
ろ
へ
鴨
一
羽
を
持
参
し
て

行
き
、
指
図
を
受
け
る
よ
う
に
申
し
渡
し
た
。
通
常
の
町
人
地
で
の
落
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鳥
事
案
で
あ
れ
ば
鳥
見
の
見
分
を
受
け
て
、
鳥
も
指
示
通
り
に
処
理
す

る
こ
と
で
一
件
落
着
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
鳥
に
旗
本
の
名
入
り
の

矢
が
刺
さ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
目
付
の
扱
い
に
な
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
旗
本
に
か
か
わ
る
落
鳥
事
案
は
町
奉
行
所
で
も
鳥
見
で
も
処
理
で

き
ず
、
旗
本
支
配
を
担
っ
た
目
付
の
管
轄
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
は
、「
鶴
下
り
居
候
を
及
見
候
処
、
捕
候
趣
ニ
沙
汰
有
之

由
ニ
而
、
一
ツ
橋
鳥
見
よ
り
尋
ニ
逢
候
旨
訴
」
と
い
う
表
題
が
付
い
た

も
の
で
あ
る（

（3
（

。

　

安
永
四
未
年
八
月
十
七
日
言
上
帳
書
抜

　

一�

、
南
小
田
原
町
弐
町
目
甚
左
衛
門
申
上
候
、
今
暮
時
一
橋
築
地
御

中
屋
鋪
御
鳥
方
清
水
徳
之
助
、
并
下
役
野
村
太
七
与
申
仁
両
人
被

参
、
私
江
被
申
聞
候
者
、
当
月
十
五
日
明
ケ
六
時
頃
嵐
之
節
私
店

路
次
内
江
鶴
一
羽
お
り
候
処
、
私
店
次
兵
衛
与
申
も
の
、
右
之
鶴

捕
候
様
風
聞
被
及
御
聞
、
右
ニ
付
御
鳥
方
次
兵
衛
方
江
被
参
候
処

他
行
致
候
ニ
付
、
帰
り
次
第
為
知
候
様
私
江
被
申
聞
候
処
、
則
罷

帰
候
ニ
付
其
段
申
達
候
得
ハ
、
右
御
鳥
方
両
人
次
兵
衛
江
被
尋
候

者
、
去
ル
十
五
日
鶴
お
り
候
処
、
其
方
捕
可
申
与
追
歩
行
捕
候
由

被
申
聞
候
処
、
次
兵
衛
儀
捕
候
儀
一
向
無
之
、
家
業
ニ
罷
出
候
支

度
ニ
而
路
次
江
出
候
処
、
鶴
与
申
儀
茂
存
不
申
、
大
鳥
お
り
居
候

を
見
請
候
ニ
付
、
家
業
先
ニ
而
右
之
咄
致
し
候
、
捕
候
儀
曽
而
無

之
旨
申
候
之
処
、
有
躰
ニ
可
申
候
、
偽
候
而
者
為
ニ
不
相
成
候
、

何
レ
ニ
も
追
而
可
及
沙
汰
旨
申
相
帰
被
申
候
、
次
兵
衛
召
連
為
御

訴
申
上
候
由
、
右
之
甚
左
衛
門
・
五
人
組
金
七
・
名
主
作
右
衛
門

煩
ニ
付
代
忠
次
郎
同
意
申
来
候

　
　

右
者
猶
又
追
々
可
訴
出
旨
申
付
之

　

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
八
月
一
七
日
夕
方
、
南
小
田
原
町
二
丁
目

（
現
中
央
区
築
地
）
の
甚
左
衛
門
の
と
こ
ろ
に
、
一
橋
徳
川
家
の
鳥
見

（
鳥
方
）
で
あ
る
清
水
徳
之
助
ら
が
訪
れ
、
そ
の
用
件
は
二
日
前
に
甚

左
衛
門
が
管
理
す
る
長
屋
の
路
地
に
鶴
一
羽
が
舞
い
下
り
、
そ
の
鶴
を

長
屋
の
店
子
で
あ
る
次
兵
衛
が
捕
ま
え
た
と
い
う
噂
を
確
認
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
兵
衛
は
仕
事
で
出
張
し
て
い
た
た
め
、
帰
宅

し
た
ら
報
告
す
る
よ
う
申
し
渡
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
ま
も
な
く
次
兵

衛
が
帰
宅
し
た
た
め
、
一
橋
徳
川
家
の
鳥
見
に
知
ら
せ
る
と
や
っ
て
き

て
、
鶴
を
追
い
回
し
て
捕
ま
え
た
か
ど
う
か
を
問
い
た
だ
さ
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
次
兵
衛
は
仕
事
に
出
か
け
る
支
度
の
た
め
長
屋
の
路
地

へ
出
た
と
こ
ろ
、
鶴
と
は
知
ら
ず
に
大
き
な
鳥
が
舞
い
下
り
る
の
を
見

受
け
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
仕
事
先
で
話
し
た
だ
け
で
、
鶴
を
捕
ま
え

た
事
実
が
な
い
こ
と
を
申
し
上
げ
た
。
そ
の
真
偽
が
つ
き
と
め
ら
れ
な

い
ま
ま
、
一
橋
徳
川
家
の
鳥
見
ら
は
後
日
沙
汰
す
る
と
言
っ
て
帰
っ
て

い
っ
た
。
甚
左
衛
門
ら
は
次
兵
衛
を
連
れ
て
こ
の
経
緯
を
町
奉
行
所
に
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届
け
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
異
筆

で
「
訴
双
方
言
上
帳
ニ
記
無
之
候
事
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
書
類
に
記
載

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
江
戸
の
町
方
に
舞
い
下

り
た
鶴
を
捕
獲
し
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
一
橋
徳
川
家
の
鳥

見
が
や
っ
て
き
て
問
い
た
だ
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
江
戸
の
町
方
で
の
鶴

の
捕
獲
一
件
で
一
橋
徳
川
家
の
鳥
見
が
や
っ
て
き
た
の
か
は
、
こ
の
文

面
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
一
橋
徳
川
家
は
御
拳
場
葛
西
・
品
川
・
中

野
各
筋
の
一
部
を
御
借
場
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
鷹
狩
り
に
出
か

け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
安
永
五
年
正
月
一
一
日
に
は
一
橋
徳
川
家
二
代

目
の
治
濟
が
家
督
後
は
じ
め
て
宇
喜
田
（
現
江
戸
川
区
）
に
鷹
狩
り
に

出
か
け
て
鶴
を
捕
獲
し（

（4
（

、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
二
月
五
日
に
は
御

拳
場
品
川
筋
の
公
儀
鶴
場
を
拝
借
し
て
い
る（

（4
（

。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮

す
る
と
、
こ
の
頃
一
橋
徳
川
家
で
は
鷹
狩
り
に
出
か
け
て
鶴
を
捕
獲
す

る
こ
と
に
執
着
し
て
お
り
、
ま
た
南
小
田
原
二
丁
目
が
一
橋
家
の
中
屋

敷
（
下
屋
敷
）
に
隣
接
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
町
人
の
鶴
の
捕
獲
一

件
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
の
事
例
は
、
わ
が
国
に
は
生
息
し
な
い
孔
雀
の
落
鳥
を
め
ぐ
っ
て

の
処
理
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る（

（4
（

。

　

文
化
九
申
年
十
二
月
十
八
日
言
上
帳
書
抜

　

一�

、
鎌
倉
町
月
行
事
佐
七
申
上
候
、
町
内
持
場
火
除
御
用
地
ニ
孔
雀

飛
居
候
を
、
昨
十
七
日
夕
七
時
過
本
銀
町
弐
町
目
重
兵
衛
店
伝
次

召
仕
政
次
捕
押
候
ニ
付
、
則
持
参
為
御
訴
申
上
候
由
、
右
之
佐
七
、

五
人
組
彦
兵
衛
、
名
主
平
次
郎
申
来
ニ
付
、
追
而
及
沙
汰
候
迄
致

手
当
可
差
置
旨
申
付
候

　
　
　

�

同
廿
三
日
呼
出
、
右
孔
雀
上
置
候
様
申
渡
之
、
右
孔
雀
御
庭
内

よ
り
出
候
儀
も
難
計
候
ニ
付
、
於
御
殿
御
小
納
戸
頭
取
江
問
合

候
所
、
御
鳥
ニ
者
無
之
旨
挨
拶
有
之
候　

酉
正
月
五
日
呼
出
、

三
日
札
建
晒
置
、
主
出
候
ハ
ヽ
、
可
訴
出
旨
申
渡
之

　
　
　

�

右
札
建
晒
置
候
得
共
、
尋
来
候
も
の
無
之
旨
、
同
八
日
右
之
佐

七
煩
ニ
付
、
当
行
事
祐
助
、
五
人
組
甚
助
、
名
主
平
次
郎
申
来

ニ
付
、
以
来
尋
来
候
も
の
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
可
訴
出
旨
申
付
之

　

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
一
二
月
一
八
日
、
鎌
倉
町
（
現
千
代
田
区

内
神
田
）
の
月
行
事
佐
七
は
、
前
日
夕
方
に
町
内
持
ち
場
火
除
御
用
地

を
飛
ん
で
い
た
孔
雀
を
本
銀
町
（
現
中
央
区
日
本
橋
）
の
政
次
が
捕
ま

え
た
の
で
町
奉
行
所
に
孔
雀
持
参
の
う
え
届
け
出
た
。
こ
の
時
、
町
奉

行
所
は
以
後
連
絡
を
す
る
ま
で
孔
雀
を
世
話
し
て
飼
育
し
て
お
く
よ
う

に
申
し
付
け
た
。
そ
し
て
同
月
二
三
日
に
町
人
た
ち
を
呼
び
出
し
、
孔

雀
を
引
き
渡
す
よ
う
申
し
渡
し
た
。
そ
の
後
、
町
奉
行
所
は
こ
の
孔
雀

が
江
戸
城
で
飼
育
し
て
い
る
鳥
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
小
納
戸
頭
取

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、「
御
鳥
」
で
は
な
い
と
の
返
事
が
あ
っ
た
。
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「
御
鳥
」
と
は
将
軍
家
飼
育
の
鳥
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
正
月

五
日
に
は
再
び
町
人
た
ち
を
呼
び
出
し
て
、
三
日
間
だ
け
捕
ま
え
た
孔

雀
が
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
札
を
立
て
て
お
き
、
飼
い
主
が
現
れ
た
場

合
に
は
届
け
出
る
よ
う
に
申
し
渡
し
た
。
し
か
し
、
三
日
間
経
っ
て
も

飼
い
主
は
現
れ
な
か
っ
た
の
で
町
奉
行
所
に
届
け
出
る
と
、
改
め
て
今

後
飼
い
主
が
現
れ
た
場
合
に
は
届
け
出
る
よ
う
に
申
し
付
け
ら
れ
て
い

る
。
孔
雀
と
い
う
わ
が
国
に
は
生
息
し
な
い
舶
来
の
鳥
は
、
江
戸
城
で

飼
育
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、
小
納
戸
頭
取
に
問
い
合
わ

せ
た
が
、
結
局
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
大
名
や
上
層
町
人
な

ど
の
富
裕
層
が
飼
育
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
飼
い
主
は
現
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
例
の
場
合
、
孔
雀
が
鷹
狩
り
の
獲
物
と

な
る
鳥
で
は
な
い
た
め
鳥
見
の
見
分
に
は
及
ば
ず
、
町
人
預
け
の
う
え

町
奉
行
所
の
担
当
で
飼
い
主
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
の
町
方
で
落
鳥
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
町
人
地

で
あ
れ
ば
町
奉
行
所
に
届
け
出
を
出
す
も
の
の
、
そ
の
決
着
に
は
落
鳥

場
所
や
鳥
の
種
類
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
人
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。

そ
の
落
鳥
が
鷹
狩
り
の
獲
物
と
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
御
拳
場
で
あ
る

か
否
か
を
問
わ
ず
鳥
見
の
見
分
が
必
要
で
あ
り
、
旗
本
や
御
家
人
に
か

か
わ
る
事
案
で
あ
れ
ば
目
付
へ
届
け
出
、
鳥
が
鷹
で
あ
れ
ば
鷹
匠
頭
へ

持
参
し
、
孔
雀
の
よ
う
な
舶
来
の
鳥
で
あ
れ
ば
江
戸
城
で
飼
育
し
て
い

る
鳥
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
小
納
戸
頭
取
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。つ
ま
り
、江
戸
の
町
の
落
鳥
は
落
鳥
場
所
や
鳥
の
種
類
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
を
所
管
す
る
部
署
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
幕
府
鷹
場
と
江
戸
の
町
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
が
、

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。

　

第
一
に
、
享
保
期
以
降
、
江
戸
の
町
に
も
幕
府
鷹
場
（
御
拳
場
）
は

設
定
さ
れ
、
葛
西
・
岩
淵
・
戸
田
・
中
野
・
目
黒
の
五
筋
に
属
す
る
町

村
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
範
囲
は
外
濠
を
境
界
線
と
し
て
、
そ
の
外

側
か
ら
江
戸
周
辺
農
村
一
帯
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
っ
た
。
御
拳
場
の

江
戸
の
町
方
は
、
在
方
の
よ
う
に
面
的
で
は
な
く
、
散
在
的
に
分
布
し
、

町
奉
行
支
配
の
町
人
地
や
代
官
支
配
の
町
並
地
、
そ
し
て
寺
社
門
前
町

の
一
部
で
あ
り
、
武
家
地
や
寺
社
地
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
方
で
、

江
戸
の
町
方
に
は
御
拳
場
で
は
な
い
が
御
拳
場
近
辺
町
と
呼
ば
れ
る
町

も
設
定
さ
れ
、鷹
場
と
し
て
の
規
制
や
負
担
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。

　

第
二
に
、
御
拳
場
の
江
戸
の
町
方
は
在
方
の
村
と
同
じ
よ
う
に
、
御

拳
場
を
管
轄
し
た
鳥
見
や
御
鷹
御
用
を
担
当
し
た
代
官
伊
奈
氏
の
支
配

下
に
あ
り
、
支
配
と
負
担
を
強
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
類
似
し
た
支

配
は
御
拳
場
近
辺
町
や
郭
内
の
江
戸
城
外
明
地
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い

た
。
鷹
場
（
御
拳
場
）
の
維
持
管
理
上
問
題
と
な
っ
て
い
た
犬
取
扱
い
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の
規
制
は
鳥
見
に
よ
っ
て
鷹
場
町
村
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
徹
底
を

期
す
た
め
、
鳥
見
か
ら
の
要
請
に
よ
り
江
戸
の
武
家
屋
敷
に
は
目
付
か

ら
、
町
人
地
の
町
方
に
は
町
奉
行
か
ら
、
百
姓
地
の
村
方
に
は
勘
定
奉

行
か
ら
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
犬
取
扱
い
の
規
制
が

徹
底
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
御
拳
場
で
あ
っ
た
江
戸
町
方
の
鷹
場
負
担
は
、
町
村
高
を
有

す
る
場
合
は
石
高
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、
小

高
あ
る
い
は
無
高
の
町
の
場
合
は
家
持
の
人
数
に
応
じ
て
負
担
し
て
い

た
。
な
お
、
御
鷹
御
用
人
足
は
江
戸
周
辺
の
村
方
に
抱
屋
敷
を
買
得
し

た
大
名
も
負
担
し
た
が
、
大
名
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

抱
屋
敷
を
買
得
し
た
村
の
土
地
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
村
の
名
主
か
ら
そ
の
負
担
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。

　

第
三
に
、
江
戸
の
町
方
で
の
落
鳥
処
理
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
結

果
、
町
人
地
で
あ
れ
ば
町
奉
行
所
に
届
を
出
す
も
の
の
、
そ
の
決
着
に

は
落
鳥
場
所
や
鳥
の
種
類
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
人
が
か
か
わ
っ
て

い
た
。
そ
の
落
鳥
が
鷹
狩
り
の
獲
物
に
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
御
拳
場

で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
鳥
見
の
見
分
が
必
要
で
あ
り
、
旗
本
や
御
家

人
に
か
か
わ
る
事
案
で
あ
れ
ば
目
付
が
か
か
わ
り
、
鳥
が
鷹
で
あ
れ
ば

鷹
匠
頭
へ
持
参
し
、
孔
雀
の
よ
う
な
舶
来
の
鳥
で
あ
れ
ば
江
戸
城
で
飼

育
し
て
い
る
鳥
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
小
納
戸
頭
取
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
が
み
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
の
町
の
落
鳥
は
落
鳥
場
所
や
鳥
の

種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
所
管
す
る
部
署
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
の
町
方
と
幕
府
鷹
場
と
の
関
係
で

い
え
ば
、
町
奉
行
支
配
の
町
人
地
で
あ
れ
ば
御
拳
場
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
ず
町
奉
行
所
に
届
は
出
す
も
の
の
、鳥
見
の
見
分
が
必
須
で
あ
り
、

鳥
が
鷹
で
あ
れ
ば
鷹
匠
頭
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
幕
府
鷹
場
と
江
戸
の
町
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ

も
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
江
戸
の
町
方
で
の
鷹
場
の
範
囲

の
全
体
像
と
歴
史
的
変
遷
、
ま
た
御
拳
場
で
は
な
い
が
御
拳
場
近
辺
町

や
鷹
場
の
規
制
下
に
あ
る
明
地
な
ど
の
実
態
、
次
い
で
大
名
屋
敷
・
旗

本
屋
敷
・
寺
社
と
の
関
係
、
さ
ら
に
近
世
前
期
の
幕
府
鷹
場
と
江
戸
の

町
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
究
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
近
世
中

期
以
降
と
ど
の
よ
う
に
連
動
す
る
の
か
も
見
き
わ
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
の
ほ
か
、
江
戸
の
町
方
に
も
鷹
狩
り
の
獲
物
と
な
る
諸
鳥
の
飼

付
場
が
い
く
つ
も
存
在
し
、
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
に
も
触
れ
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
、
後

日
を
期
し
た
い
。
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註（
１�
）
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
に
関
す
る
研
究
成
果
は
数
多
く
蓄
積
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
拙
著
『
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
八
年
）
の
序
論
の
註
（
一
三
〜
二
〇
頁
）

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
２�

）
幕
府
鷹
場
の
う
ち
御
拳
場
に
関
す
る
研
究
成
果
は
多
く
あ
る

（
註
１
参
照
）
が
、
御
捉
飼
場
に
関
す
る
研
究
成
果
は
き
わ
め
て

少
な
く
、
関
係
す
る
自
治
体
史
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

（
３�

）「
堀
江
家
文
書
」
Ｓ
一
五
号
文
書
（
首
都
大
学
東
京
付
属
図
書

館
蔵
）。

（
４�

）
拙
著
『
将
軍
の
鷹
狩
り
』（
同
成
社
江
戸
時
代
史
叢
書
三
、

一
九
九
九
年
）
一
四
八
頁
。

（
５�

）
山
﨑
久
登
「
都
市
の
中
の
鷹
場
―
江
戸
に
お
け
る
浪
人
・
犬

統
制
を
中
心
に
―
」（『
関
東
近
世
史
研
究
論
集
』
三
、
岩
田
書

院
、
二
〇
一
二
年
）。
こ
の
な
か
で
、
山
﨑
は
鷹
場
の
概
念
規

定
に
つ
い
て
触
れ
、
大
石
学
〔「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
場
制
度

の
再
編
・
強
化
と
そ
の
意
義
」（『
史
海
』
二
三
・
二
四
合
併
号
、

一
九
七
七
年
）〕
の
定
義
を
採
り
入
れ
、
筆
者
の
定
義
〔「
寛
政

期
に
お
け
る
鷹
場
制
度
の
展
開
過
程
」（『
法
政
史
論
』
第
五
号
、

一
九
七
八
年
）〕
に
つ
い
て
は
「
こ
の
よ
う
に
限
定
し
て
鷹
場
を

定
義
す
る
と
、
鷹
場
が
社
会
の
な
か
で
持
っ
た
意
義
を
、
部
分

的
に
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
虞
れ
が
あ
る
」
と
す
る
。
筆
者
は

伊
藤
好
一
の
従
来
の
鷹
場
の
定
義
の
「
属
性
」
論
批
判
〔「
鷹
場

と
広
域
支
配
―
そ
の
研
究
史
に
そ
っ
て
―
」（『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』

第
五
一
号
、
一
九
八
八
年
）〕
を
受
け
て
自
説
を
修
正
し
〔
筆
者

「
綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策
」（『
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
』
第

一
〇
七
号
特
別
号
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
享
保
期
に
お
け
る

放
鷹
制
度
の
復
活
と
鷹
場
環
境
保
全
体
制
」（『
人
間
環
境
論
集
』

第
七
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
法
政
大
学
人
間
環
境
学
会
）〕、

鷹
場
の
本
質
解
明
に
向
け
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
な
お
、
鷹

場
の
定
義
は
、
そ
の
本
質
を
限
定
的
に
規
定
し
な
い
か
ぎ
り
曖

昧
模
糊
と
な
り
、
議
論
が
拡
散
し
て
し
ま
う
懼
れ
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
６�

）た
と
え
ば
、『
大
田
区
史
』（
資
料
編
）平
川
家
文
書
一
、二
六
頁
、

三
〇
頁
、
三
九
六
頁
参
照
。

（
７�

）
伊
藤
好
一
「
鷹
場
と
広
域
支
配
―
そ
の
研
究
史
に
そ
っ
て
―
」

（『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』
第
五
一
号
、
一
九
八
八
年
）。

（
８�

）
主
な
も
の
と
し
て
、註
（
４
）
お
よ
び
拙
著
『
江
戸
幕
府
放
鷹

制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
大
塚
紀
子
『
鷹

匠
の
技
と
こ
こ
ろ
―
鷹
狩
文
化
と
諏
訪
流
放
鷹
術
』（
白
水
社
、

二
〇
一
一
年
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
９�

）
主
な
も
の
と
し
て
、
大
石
学
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』（
吉
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川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
に
み
ら
れ
る
鷹
場
支
配
論
、
大

友
一
雄
『
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
九
年
）
中
の
第
二
編
、
岡
崎
寛
徳
『
鷹
と
将
軍

―
徳
川
社
会
の
贈
答
シ
ス
テ
ム
―
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ

四
三
九
、二
〇
〇
九
年
）に
見
ら
れ
る
儀
礼
論
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
10�
）
山
﨑
久
登
「
都
市
の
中
の
鷹
場
―
江
戸
に
お
け
る
浪
人
・
犬

統
制
を
中
心
に
―
」（『
関
東
近
世
史
研
究
論
集
』
三
、岩
田
書
院
、

二
〇
一
二
年
）。

（
11
）「
江
戸
御
場
絵
図
」（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
12
）「
御
府
内
朱
引
黒
引
図
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）。

（
13�
）『
四
谷
塩
町
一
丁
目
御
用
留
』（
江
戸
東
京
博
物
館
史
料
叢
書
３
、

江
戸
東
京
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
九
〜
一
〇
頁
。

（
14
）「
御
場
御
用
留
」（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
15
）『
寛
永
録
』
弐
（
江
東
区
教
育
委
員
会
、一
九
八
七
年
）
七
頁
。

（
16
）「
御
場
御
用
留
」（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
17
）
註
（
15
）、
八
五
〜
八
六
頁
。

（
18�
）
拙
著
『
生
類
憐
み
の
世
界
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
）

一
一
一
〜
一
四
一
頁
。

（
19
）『
大
田
区
史
』（
資
料
編
）
平
川
家
文
書
一
、二
六
頁
。

（
20
）
右
同
、
三
〇
頁
。

（
21
）『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
二
四
五
頁
、
七
三
七
号
。

（
22
）『
江
戸
町
触
集
成
』
第
六
巻
、
二
八
五
頁
、
七
六
四
八
号
。

（
23
）「
御
場
御
用
留
」（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
24�
）
拙
稿
「
伊
奈
忠
尊
失
脚
後
の
関
東
郡
代
制
」（『
日
本
歴
史
』

五
二
一
号
、
一
九
九
一
年
）。
改
稿
し
て
収
録
し
た
も
の
が
拙
著

『
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

三
四
九
〜
三
八
六
頁
。

（
25
）『
大
田
区
史
』（
資
料
編
）平
川
家
文
書
一
、二
八
六
〜
二
八
七
頁
。

（
26�
）「
堀
江
家
文
書
」
Ｆ
一
五
五
号
文
書
（
首
都
大
学
東
京
付
属
図

書
館
蔵
）。

（
27�
）
註
（
26
）、
Ｆ
九
三
号
文
書
。
堀
江
家
文
書
に
は
、
同
年
の
御

拳
場
中
野
筋
町
村
の
町
村
高
書
上
が
六
八
通
残
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）
註
（
26
）、
Ｆ
四
四
号
文
書
。

（
29�
）
註
（
26
）、
Ｆ
四
二
〇
号
文
書
。
同
Ｆ
四
二
六
号
文
書
の
天
保

九
年
五
月
「
触
次
役
願
ニ
付
村
々
議
定
書
其
外
入
置
一
札
之
写
」

に
も
ほ
ぼ
同
文
の
史
料
が
あ
る
。

（
30
）
註
（
26
）、
Ｆ
四
二
六
号
文
書
。

（
31�
）
中
野
達
哉
『
江
戸
の
武
家
社
会
と
百
姓
・
町
人
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
一
四
年
）
二
八
七
〜
二
八
八
頁
。

（
32
）
註
（
26
）、
Ｆ
二
二
九
号
文
書
。

（
33
）「
記
事
條
例
」
六
十
九
、
雑
之
部
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

（
34
）「
記
事
條
例
」
七
十
一
、
雑
之
部
下
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。
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（
35
）
右
に
同
じ
。

（
36
）
註
（
34
）
に
同
じ
。

（
37
）
註
（
34
）
に
同
じ
。

（
38
）『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
三
、三
七
二
頁
。

（
39
）
註
（
34
）
に
同
じ
。

（
40�
）
辻
達
也
編
『
新
稿
一
橋
徳
川
家
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
三
年
）
一
四
六
頁
。

（
41
）
右
同
、
一
六
〇
頁
。

（
42
）
註
（
26
）
に
同
じ
。
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