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第

一
話
　
新
田
開
発
の
掟

新
田
開
発
と
村
の
掟
と
い
う
こ
と
で
現
在
の
小
平
市
、
昔
小
川
村
と

言
っ
た
所
を
例
に
お
話
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
は
江
戸
時
代
に
初
め
て
開

発
さ
れ
た
大
変
水
の
乏
し
い
村
で
す
。
こ
の
村
で
は
、
水
と
の
関
係
で

ど
の
よ
う
な
生
活
が
行
わ
れ
て
来
た
の
か
。
こ
の
点
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。小

川
村
開
発
以
前
～
逃
水
の
里
～

川
も
全
て
直
ぐ
に
干
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
水
が
不
断
は
流
れ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
逃
水
の
里
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
水
が
乏
し
か
っ
た
事

小
平
は
、
図
―
上

に
あ
り
ま
す
に
よ
う
に
国
分

比
較
的
黒
点
が
な
い
空
白
地
帯
で
す
。
黒
点
は
、

れ
る
以
前
の
遺
跡
の
位
置
を
示
し
て
い
ま
す
。　
一

水
が
得
や
す
い
崖
線
に
沿
っ
て
分
布
し
て
い
ま
す

湧
水
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
小
平
の
こ
の
地
は

水
の
無
い
地
域
、
逃
水
の
里
と
言
わ
れ
て
い

葉
で
不
老

と
呼
ば
れ
る

が
各
地
に
あ
り

寺
と
東
村
山
の
間
で
、

こ
の
地
域
が
開
発
さ

般
に
遺
跡
の
位
置
は

。
つ
ま
り
そ
こ
は
、

、
遠
く
万
葉
集
の
頃

ま
し
た
。
似
た
よ
う

ま
す
。
こ
の
地
域
の

:,「■.
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6-第 1話 新田開発の掟

実
を
伝
え
る
言
葉
に

「芝
行
水
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
茅
を
日

陰
で
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
手
足
を
払
っ
て
入
浴
に
変
え
た
。
こ
れ
を
芝

行
水
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
た
ほ
ど
水
の

な
い
地
域
だ
っ
た
の
で
、
江
戸
時
代
ま
で
は
本
格
的
に
開
発
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。

Ａ
〓

，

■
山
党

図
―
二
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
こ
の
地
方
の
豪

族
の
分
布
で
す
。
武
蔵
に
は
武
蔵
七
党
と
呼
ば
れ
る
豪
族
が
割
拠
し
荘

園
を
経
営
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
図
に
あ
る
西
党
と
村
山
党
は
七
党
の

中
で
は
大
変
大
き
い
党
派
で
し
た
。
小
平
は
こ
の
両
党
の
支
配
日
の
間

に
位
置
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、小
平
が
開
発
利
益
の
な
い
所
だ
っ

た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
幕
府
の
奨
励
で
多
摩
川
低
地

部
で
は
水
田
開
発
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
台
地
部
は
鎌
倉

・
室
町

を
通
し
て
未
開
発
の
ま
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

図
・―
三
は
さ
ら
に
時
代
が
下
が
っ
た
頃
の
こ
の
地
域
の
様
子
を
示
し

て
い
ま
す
。
鎌
倉
街
道
と
青
梅
街
道
が
交
差
す
る
辺
り

一
円
は
や
は
り

開
発
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
実
は
こ
の
辺
り
が
現
在
の
小
平
の
地
域
で
す

が
、
開
発
よ
り
先
に
街
道
の
方
が
整
備
さ
れ
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
分

か
る
よ
う
に
交
通
の
上
で
は
大
変
重
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。
青
梅

街
道
は
甲
州
街
道
の
脇
往
還
で
あ
る
と
と
も
に
、
青
梅
の
北
部
地
域
、

今
の
成
木
と
か
小
曽
木
で
採
れ
る
石
灰
あ
る
い
は
木
材
や
炭
の
運
搬
路

で
し
た
。
特
に
石
灰
は
江
戸
城
の
修
復
の
た
め
に
大
量
に
江
戸
に
運
ば

れ
た
わ
け
で
す
。
青
梅
街
道
は
、
こ
の
石
灰
の
主
要
な
運
搬
路
で
し
た
。

街
道
が
交
差
す
る
辺
り
に
小
平
の
伝
承
で
は

、ま
い
ま
い
ず
井
戸
』
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
位
置
は
正
確
に
確
認
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

青
梅
街
道
が
出
来
る
頃
、
多
摩
地
域
で
は
二
つ
の
新
田
開
発
が
行
わ

れ
ま
し
た
。　
一
つ
は
青
梅
の
新
町
の
新
田
開
発
、
も
う

一
つ
は
立
川
の

砂
川
村
の
新
田
開
発
で
す
。
小
川
村
が
設
置
さ
れ
る
四
十
年
あ
ま
り
前

の
こ
と
で
す
。
三
十
年
あ
ま
り
と
い
う
長
い
年
月
を
か
け
て
村
が
出
来

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
幕
府
が
出
来
て
直
ぐ
に
開
発
に
着
手
さ
れ

′:ヽ早

口,●
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も

て
出
来
た
村
で
す
。
開
発
に
時
間
が
か
か
っ
た
理
由
は
水
で
す
。
史
料

に
は
青
梅
の
新
町
で
は

一
つ
の
井
戸
を
掘
る
の
に

一
ヶ
月
か
ら
三
ヶ
月

か
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
の
貴
重
さ
を
示
す
言
葉
と
し
て
新

町
の
方
の
古
文
書
に

『後
々
も
し
村
百
姓
に
不
祥
こ
れ
あ
り
候
ら
わ
ば
、

水
を
汲
ま
せ
申
さ
ざ
る
こ
と
」
と
い
う
文
章
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

は
、
不
埓
な
百
姓
が
出
て
来
れ
ば
水
を
飲
ま
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

い
う
仕
置
の
申
し
合
わ
せ
で
す
。
こ
の
地
域
は
、
こ
れ
ほ
ど
水
が
生
活

の
上
で
重
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
新
町
の
開
発
に
年
月
が
か

か
っ
た
唯

一
の
理
由
は
水
の
確
保
の
困
難
性
で
し
た
。

小
川
村
の
開
発

そ
の
後
、
こ
の
地
域
の
開
発
の
契
機
と
な
る
の
は
玉
川
上
水
の
開
設

で
す
。
承
応
三
年
、　
一
六
五
四
年
に
約

一
年
間
と
い
う
短
期
間
に
出
来

た
わ
け
で
す
。
玉
川
上
水
の
分
水
の
野
火
止
用
水
、
別
名
伊
豆
殿
堀
と

呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
暦
元
年
、　
一
六
五
五
年
に
完
成
し
ま
す
。

伊
豆
殿
堀
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
松
平
伊
豆
守
が
野
火
止
用
水
の
開
設
に

力
を
尽
し
た
た
め
で
す
。
こ
の
二
つ
の
水
路
の
完
成
が
村
の
設
置
の
契

機
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
図
―
四
の
小
川
と
書
い
た
部
分
の
斜
線
部
が

当
初
の
開
発
予
定
区
域
で
す
。
狭
山
丘
陵
の
左
下
に
岸
村
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
現
在
武
蔵
村
山
の
一
部
に
な
り
ま
す
。
図
に

『明
暦
二
年

小
川
九
朗
兵
衛
開
墾
に
着
手
」
と
あ
り
ま
す
。
武
蔵
村
山
の
小
川
家
が

押■村
久米川村晟

ケ
谷
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図-4 当初の開発予定区城
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表 -1
入村状況

(小川村)

幕
府
に
石
灰
の
伝
馬
継
ぎ
と
併
せ
て
新
田
開
発
を
願
い
出
た
わ
け
で
す
。

当
時
、
田
無
と
箱
根
ケ
崎
の
宿
の
間
約
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
お
よ
そ

五
里
の
区
域
は
無
人
の
荒
野
で
あ
り
、
大
変
な
難
所
で
し
た
。
普
通
は

二
里
毎
に
宿
場
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
は
五
里
も
の
間
何
も
無

か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
願
い
が
松
平
信
綱
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

翌
年
か
ら
開
発
が
着
手
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

当
時
の
入
村
者
は
、
青
梅

・
武
蔵
村
山
寄
り
の
人
々
が
大
部
分
で
、

明 歴 人年２

３

４

元

２

３

４

５

６

‐０

‐１

‐３

２

３

５

８

11

10

4

10

″

寛文

延 宝

′′

″

′′

江
戸
の
方
の
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
石
灰
を
運
ん
で
き
た
青
梅

の
小
曽
木
と
か
岸
村
の
人
々
で
し
た
。
小
川
村

へ
の
入
村
状
況
は
表

―

一
の
通
り
で
す
。
幕
府
が
出
来
て
お
よ
そ
半
世
紀
た
っ
た
明
暦
二
年

に
入
村
が
始
ま
っ
て
、
新
町
の
開
発
に
較
べ
れ
ば
か
な
り
短
期
間
に
人

が
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
入
村
に
合
わ
せ
て
用
水
を
引
く
こ
と
を

認
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
水
利
の
便
が
あ
っ

た
た
め
で
す
。
小
平
の
村
の
形
成
は
、
図
―
五
の
通
り
小
川
村
が
い
わ

大価村

ケ

つ嘔■

府中
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図-5 江戸時代の小平の村村

ゆ
る
最
初
の
本
村
で
、
そ
の
後
そ
れ
に
接
続
し
て
幾
つ
か
の
新
田
が
出

来
ま
す
。
こ
れ
ら
は
享
保
年
間
、　
い
わ
ゆ
る
享
保
の
改
革
の
際
の
新
田

開
発
で
出
来
た
村
々
で
、
約
七
、
八
十
年
の
年
代
の
差
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
小
平
の
村
々
の
形
成
は
二
段
階
と
な
っ
て
い
ま
す
。

開
発
の
経
緯

小
川
村
の
開
発
の
経
緯
は
表
―
二
の
通
り
で
す
。
寛
文
四
年
、　
一
六

六
四
年
と
寛
文
九
年
、　
一
六
六
九
年
、
こ
の
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
国
勢
調

査
の
よ
う
な
も
の
が
始
ま
る
の
で
、
デ
ー
タ
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
人
数
が
最
初
四
十
七
人
だ
っ
た
の
で
す
が
、
寛
文
四
年
に
は

百
四
人
、
同
九
年
に
は
九
十
六
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
こ
れ
は
本

百
姓
だ
け
で
す
。
寛
文
四
年
の
面
積
約
九
十
二
町
、
石
高
二
百
七
十
石
、

同
九
年
の
面
積
百
八
十
三
町
、
石
高
四
百
二
十

一
石
。
更
に
五
年
後
の

延
宝
二
年
で
は
三
百
三
十
町
、
延
宝
八
年
は
五
百
九
十
六
石
と
大
変
短

期
間
に
開
発
が
進
ん
で
行
き
ま
す
が
、
天
保
の
頃
に
は
頭
打
ち
に
な
り

ま
す
。

表
―
二
を
見
ま
す
と
寛
文
四
年
は

一
町
以
下
の
農
民
が
大
部
分
で
す

が
、
寛
文
九
年
で
は

一
町
以
上
の
農
民
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。　
つ
ま

り
逆
転
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
開
発
の
進
展
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
全

て
が
う
ま
く
い
っ
た
ゎ
け
で
は
ぁ
り
ま
せ
ん
。
両
検
地
に
載
っ
て
い
る

百
姓
は
五
十
七
名
で
、
残
り
の
約
四
十
名
は
脱
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ

:■i
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ま
す
。
そ
の
頃
の
文
書
に

「潰
れ
百
姓
の
妻
子
は
身
を
売
り
、
ど
こ
か

へ
行
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
人
口
は
、
そ
の
後
も
増
加
し
、　
一
七
〇
〇

年
代
に
は
全
戸
で
二
百
二
軒
、
九
百
八
名
を
数
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

本
百
姓
が
百
七
十
三
軒
、
で
す
か
ら
ほ
と
ん
ど
が
本
百
姓
で
あ
り
、
あ

と
は
水
飲
み
と
か
脇
と
か
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。
男
性
が
四
百
七

十
九
名
、
女
性
が
四
百
二
十
九
名
と
男
性
が
若
千
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

入
村
時
に
名
主
に
出
さ
れ
た
請
書
は
次
の
通
り
で
す
。
九
郎
兵
衛
は

岸
村
の
有
力
な
名
主
で
力
が
あ

っ
た
た
め
、
入
村
者
に
少
し
不
利
な
内

容
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
明
暦
四
年
に
小
川
村
の
百
姓
七
十
六
名

全
員
で
名
主
に

一
札
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
幕
府
の
年
貢
の
他
に
名

主
に
畑

一
反
に
つ
き
金
三
丈
、
米
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
田

一
反
に

つ
き
米
三
升
づ
つ
子
孫
の
代
ま
で
収
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
一

札
に
対
し
て
寛
文
二
年
農
民
か
ら
訴
状
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
度
々

出
さ
れ
ま
す
。
名
主
が
こ
の
年
貢
外
の
負
担
を
私
的
に
使
っ
た
た
め
で

す
。
こ
の
特
別
の
負
担
は
結
局
、　
一
六
八
〇
年
延
宝
八
年
に
よ
う
や
く

廃
止
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
農
民
指
導
者
四
名
が
投
獄
さ

れ
て
い
ま
す
。　
一
揆
の
よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

∧
入
村
請
書
∨

入
村
時
に
開
発
名
主
小
川
九
郎
兵
衛
に
出
さ
れ
た
入
村
請
書

（入
村
請
書
と
い
う

の
は
入
村
者

の
保
証
人
が
出
し
た
も

の
で
あ

る
）

一
、
こ
の
入
村
者
は
身
元
は
た
し
か
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
者
が
公
儀

（幕
府
）
の
法
に
そ
む
く
か
、
ま
た
は
少
し
で
も
悪
い
こ
と
を
し
た
ら

保
証
人
が
責
任
を
お
う
。

一
、
屋
敷
を
割
り
渡
し
て
下
さ
っ
た
上
は
、
い
つ
で
も
御
意
次
第
に
家

を
作
ら
せ
引
越
し
さ
せ
る
。
も
し
そ
の
時
に
な

っ
て
も
行
か
な
い
よ
う

な
ら
証
人
の
わ
れ
わ
れ
が
家
を
作
り
引
越
し
さ
せ
る
。

一
、
御
伝
馬
継
の
新
田
で
あ
る
か
ら
、
入
村
者
は
馬
を
持

っ
て
公
儀
の

御
役
や
町
並
の
諸
役
を
き
っ
と
つ
と
め
る
。
も
し
少
し
で
も
そ
れ
に
そ

む
く
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
ら
村
か
ら
追
い
出
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。

一
、
こ
の
者
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
。

表-2

小川村開発経緯

寛 文 4年 寛文 9年

面  積 人 数 人 数

5反 まで

5反以上

1町以上

1.5町以上

2町以上

3   ″

4 ′′

5   〃   |

33

41

15

6

9

0

0

0

５

７

５

９

７

５

２

５

計 104 96
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第 1話 新田開発の掟-11

村
の
構
造
と
生
活

当
時
の
開
発
さ
れ
た
町
並
み
は
図
―
六
の
通
り
で
、
短
冊
状
に
な
っ

て
お
り
、
青
梅
街
道
の
南
北
に
村
が
開
け
ま
し
た
。
街
道
の
道
幅
は
八

間
か
ら
九
間
。
間
回
は
図
に
十
間
、
十

一
間
、
十
二
間
と
出
て
い
ま
す

が
、
九
間
か
ら
最
大
七
十
間
ま
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
街
道

に
面
し
て
二
十
五
間
が
屋
敷
、
そ
れ
に
接
続
し
た
五
十
間
が
下
畑
、
さ

ら
に
そ
の
次
の
二
百
間
が
下
下
畑
、
こ
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

家
の
周
囲
や
後
方
に
は
屋
敷
森
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

図
―
七
の
小
平
市
全
図
に
用
水
路
線
が
示
さ
れ
い
ま
す
。
そ
の
中
に

小
川
用
水
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
水
路
は
街
道
の
両
側
の
屋
敷

の
中
を
流
れ
て
行
く
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
水
か
ら
分
水
さ

れ
た
水
路
が
屋
敷
の
中
を
流
れ
、
こ
の
水
が
生
活
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
古
文
書
で
は
両
側
の
飲
み
水
と
記
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
小
川
村
の
開
発
は
進
ん
だ
わ
け
で
す
。

小
川
村
の
東
側
に
は
図
―
五
の
通
り
小
川
新
田
、
大
沼
田
新
田
等
沢

山
の
新
田
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
享
保
年
間
に
な
り
ま
し
て
、
八
代
将

軍
吉
宗
が
紀
伊
藩
か
ら
二
十
三
歳
の
若
さ
で
将
軍
職
に
就
き
、
種
々
の

改
革
を
行
い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
新
田
開
発
を
積
極
的
に
推
進
し

ま
す
。
彼
は
享
保
七
年
、　
一
七
二
二
年
に
江
戸
に
新
田
開
発
を
奨
励
す

る
高
札
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
前
に
も
開
発
の
動
き
は
あ
り
ま
し
た

青 1, 街 通

10111→ ←-12問 一 〉 ll111->

屋 敷

下 畑
ｌ

ｑ

百

便鷹

土
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■

”
東

，
出
し
〓
沢
屁

下 下 畑

市

4 反
反
畝10歩

ニ
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半
右
衛
円
持
地

忠
左
衛
円
持
地

佐
五
右
獅
円
持
地

●2■ 10■

9畝 5歩8畝 10歩 1反

1反
6畝20歩

2 反
1反
8畝10歩

反
畝10歩

4反 3反
6畝20歩

3反
6畝20歩

図-6② 開発当時の家の平面図図-6(1)町並みの構造
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が
、
こ
の
地
域
は
馬
の
飼
料
や
肥
料
と
な
る
草
の
確
保
の
た
め
の
入
会

地
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
既
存
の
村
が
開
発
に
反
対
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の
た
め
開
発
は
進
ま
な
か
っ
た
の
で
す
。
土
地
自
体
は
天
領
で
し
た

の
で
、
幕
府
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で

一
七
二
二
年
頃
に
幕

府
が
開
発
者
を
募
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
開
発
が
相
次
い
で

起
こ
る
わ
け
で
す
。
新
田
の
村
は
ほ
と
ん
ど
が
規
村
を
持
っ
て
い
ま
す
。

規
村
を
持
つ
も
の
を
親
分
け
新
田
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に

百
姓
の
寄
り
合
い
新
田
と
い
う
の
が

一
つ
あ
り
ま
す
。
野
中
新
日
の
善

右
衛
門
組
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
は
国
立
の
百
姓
と
僧
侶
、
そ

し
て
江
戸
の
商
人
が
連
名
で
開
発
し
た
も
の
で
す
。
開
発
す
れ
ば
直
ぐ

生
活
出
来
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
助
成
金
が
出
ま
し
た
。
家

作
料
と
し
て

一
軒
当
り
金
二
両
三
分
、
そ
れ
か
ら
農
具
料
と
し
て

一
反

歩
開
墾
す
る
毎
に
銭
六
百
二
十
四
文
。
こ
の
よ
う
に
金
の
支
給
も
行
わ

れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
新
田
の
村
の
水
は
新
た
に
用
水
路
を
掘
っ
た

り
、
小
川
村
で
分
水
し
た
用
水
の
残
り
の
水
を
貰
っ
て
、
更
に
ま
た
残

り
の
水
を
も
ら
っ
て
と
い
う
形
で
引
か
れ
ま
し
た
。
表
―
三
は
新
日
の

検
地
の
結
果
で
す
。
当
時
武
蔵
野
新
田
と
い
う
こ
と
で
八
十
近
い
新
田

が
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、
小
平
の
新
田
は
そ
れ
ら
の
中
で
は
大
変
成
績

が
良
か
っ
た
よ
う
で
す
。
武
蔵
野
新
田
全
体
で
千
三
百
軒
の
農
家
が
入

り
ま
し
た
が
、
小
平
だ
け
で
お
よ
そ
四
百
軒
あ
り
、
こ
れ
を
見
て
も
分

が
あ
り
ま
す
。
開
墾
以
外
は
石
灰
の

伝
馬
継
ぎ
が
現
金
収
入
に
な
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
外
は
な
く
て
開
墾
に

継
く
開
墾
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
石

灰
の
運
搬
も
元
禄
以
後
は
下
火
に

な
っ
て
、
代
わ
り
に
江
戸
末
期
に
な

る
に
つ
れ
て
炭
や
新
や
木
綿
等
の
現

金
収
入
に
な
る
商
品
が
運
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
開
墾
の
当
初
は
農

間
稼
ざ
も
あ
ま
り
無
か
っ
た
よ
う
で

す
。
村
の
組
織
は
、
小
川
村
で
あ
れ

ば
名
主
、
組
頭
、
そ
れ
か
ら
百
姓
。

百
姓
代
と
い
う
の
は
名
主
よ
り
力
が

強
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
十
九
世

紀
始
め
位
ま
で
は
置
か
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
組
頭
も
世
襲
と

は
限
ら
ず
、
四
名
か
ら
八
名
位
が
名

主
の
指
名
で
選
ば
れ
て
い
た
経
過
が

あ
り
ま
す
。
以
上
が
小
川
村
と
そ
れ

に
属
す
る
新
田
の
開
発
の
経
過
で
す
。

表-3 元文元年武蔵野新田地目別地積
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年■●■,

か
る
と
思

い
ま
す
。

こ
の
時
代
の
農
家
の
生
活
を
示
す
言
葉
に

『農
間
渡
世
」
と
い
う
の
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水
に
関
す
る
古
文
書

さ
て
次
に
古
文
書
か
ら
水
に
関
係
の
あ
る
事
項
を
説
明
し
ま
す
。

先
ず
最
初
は
元
禄
六
年
、　
一
六
九
二
年
に
小
川
村
の
百
姓
が
水
役
人

に
出
し
た
誓
約
書

（文
書

一
）
で
す
。

第

一
点
は

「水
口
が
閉
ざ
さ
れ
水
不
足
で
は
あ
り
ま
す
が
、
勝
手
に

開
く
よ
う
な
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。
お
上
が
開
か
れ
る
ま
で
待
ち
ま

す
。

」
と
い
う
こ
と
、
第
二
点
は

『塵
、
あ
く
た
等
を
上
水
に
入
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
し
な
い
。
雑
魚
等
を
み
だ
り
に
捕

っ
た
り
、
水
浴
び
等
も

し
な
い
。

」
と
い
う
こ
と
、
第
二
点
は

『上
水
の
管
理
に
必
要
な
こ
と
は

自
分
の
稼
ぎ
を
止
め
て
で
も
手
伝
ぅ
。

」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
文
書

は
当
時
の
百
姓
百
六
十
八
名
全
員
の
連
名
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
点
目

の

『水
を
千
し
た
と
き
に
み
だ
り
に
魚
を
捕
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
年
の
前
年
に
捕

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
詫
状
が
既
に
入
っ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
の
よ
う
な
文
章
が
改
め
て
入
れ
ら
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
文
書
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
元
文
四
年
、　
一
七
三
九
年
の
高
札

（文
書
二
）
で
す
。

先
程
の
第
二
と
同
じ
よ
う
な
事
に
加
え
て
、
物
を
洗
わ
ぬ
事
、
両
側
三

間
に
あ
る
並
木
や
下
草
を
刈
ら
ぬ
事
、
等
を
記
し
て
い
ま
す
。

小
川
村
の
掟
に
も
同
し
よ
う
な
規
定
が
あ
り
ま
す
。
正
徳
五
年
、　
一

七

一
三
年
の
村
中
連
判
手
形

（文
書
三
）
に
も
、
享
保
二
十

一
年
、　
一

七
三
六
年
の
村
掟

（文
書
四
）
に
も
上
水
に
関
し
て
は
同
じ
よ
う
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
提
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
掟

を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
、
こ
の
頃

は
村
が
出
来
て
六
十
年
か
ら
八
十
年
近
く
経
っ
た
頃
で
す
。
次
第
に
用

水
の
便
利
に
慣
れ
、
有
難
さ
が
薄
ら
い
で
き
て
、
所
々
に
問
層
が
出
て

き
た
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
二
つ
の
文
書
と
も
全
員
が
捺
印
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
文
書
四
は
全
部
で
十
七
条
か
ら
な
っ
て
お

り
、
そ
の

一
部
で
す
。
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文
書
二

上
水
の
禁
制
の
条
々

上
水
記
九
　
高
札
場
ケ
所
書

（抄
）

羽
村
水
神
前

一　
高
札

（中
略
）

小
川
橋
北
之
方

一　
同

久
右
衛
門
橋
北
之
方

一　
同

鈴
木
新
田
南
之
方

一　
同

小
金
井
橋
北
之
方

一
　
同

（中
略
）

右
高
札
文
言
左
之
通

定

此
上
水
道
に
お
ゐ
て
魚
を

取
、
水
を
あ
ひ
ち
り
あ
く
た

捨

へ
か
ら
す
何
に
て
も
物

あ
ら
ひ
甲
間
敷
井
両
側

三
間
通
に
在
来
候
並
木

壱
ケ
所

但
弐
枚

壱

ケ
所

壱
ケ
所

壱
ケ
所

壱
ケ
所

下
草
英
外
草
伐
取

甲
間
敷
候
事

右
之
通
於
相
有
輩
有
之
者

く^
せ
ご
と
）

可
為
曲

事
者
也

元
文
四
己
来
年
十
二
月奉

行
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文
書
三

正
徳
五
年

（
一
七

一
五
）
正
月
の
日
付
の
あ
る

「相
定
申
村
中
連
判
手
形
之
事
」

一
、
御
公
儀

（幕
府
）
の
御
命
令
や
掟
は
、
よ
く
守
る
こ
と
。

一
、
公
用
や
す
べ
て
の
人
馬
継
立
は
滞
り
な
く
相
勤
め
る
こ
と
。

一
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
寄
合
に
は
遅
刻
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
連
判
手

形
の
場
合
、　
一
人
で
多
く
の
印
を
持
っ
て
こ
と
な
い
こ
と
、
印
を
紛
失

し
た
り
取
替
え
た
ら
、
名
主
に
届
け
る
こ
と
。

一
、
畑
屋
敷
の
売
買
な
ら
び
に
質
入
を
内
証
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

や
む
得
な
い
時
は
五
人
組
、
名
主
、
組
頭
の
連
判
を
得
て
行
な
う
べ
き

で
、
内
証
に
や
っ
て
、
後
日
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
ら
売
っ
た
も
の
も
、

買
っ
た
も
の
も
、
き
つ
い
、
お
と
が
め
が
あ
る
こ
と
。

一
、
む
つ
か
し
い
争
い
が
お
き
て
も
、
内
証
に
済
ま
す
こ
と
。
公
示
（訴

訟
）
が
好
き
な
者
は
、
ど
の
よ
う
な
、
お
仕
置
が
あ
っ
て
も
仕
方
が
な

い
こ
と
。
争
い
の
扱
い
は
公
平
に
す
る
こ
と
。

一
、
身
許
の
わ
か
ら
な
い
者
に
は
、
宿
を
か
し
て
は
い
け
な
い
。
た
と

へ
、
規
類
縁
者
で
も
長
く
と
め
て
は
い
け
な
い
。

■

一
　
　
一
、
屋
敷
や
畑
の
境
は
き
ち
ん
と
し
て
お
く
こ
と
。
他
人
の
も
の
は

一

∵
　
　
　
木
、　
一
草
な
り
と
も
、
盗
み
取
っ
て
は
い
け
な
い
。

■
・　
・

一
、
五
人
組
の
人
々
は
互
い
に
力
を
合
わ
せ
、
か
く
し
ご
と
の
な
い
よ

■
Ｆ
■
　

つヽ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
組
の
中
に
耕
作
不
熱
心
の
も
の

■
‥
―
　
や
、
風
儀
の
悪
い
も
の
が
い
た
ら
、
し
ゅ
う
ぶ
ん
意
見
し
な
け
れ
ば
い

Ｎ
■
●
‥

´
　

・
１
　

　

　

　

　

‐

粽
”

■

´
　

・　

・

Ｔ

一

術絣一一一
十
一
一
・　
　
　
一１
・　
・
　
・　
，　
　
■
．１
・　
　
　
　
　
　
・

け
な
い
。
組
内
に
不
幸
な
も
の
が
あ
れ
ば
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

一
、
ば
く
ち
や
、
ば
く
ち
を
す
る
た
め
に
宿
を
か
し
て
は
な
ら
ぬ
。

一
、
街
道
の
両
側
の
飲
み
水
に
ご
み
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
。
洗
濯
し

た
り
き
た
な
い
も
の
を
洗
っ
て
は
い
け
な
い
。
年
に
二
度
は
自
分
の
持

ち
場
を
掃
除
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
み
だ
り
に
自
分
の
屋
敷
に
水
を

引
い
て
は
な
ら
ぬ
。

一
、
馬
の
売
買
は
念
入
り
に
行
な
い
、
必
ず
証
文
を
と
る
こ
と
。

一
、
村
に
あ
る
四
か
所
の
番
所
に
は
、
十
月
か
ら
二
月
ま
で
は
、　
一
か

所
に
二
人
ず
つ
詰
め
、
火
の
用
心
な
ら
び
に
盗
人
用
心
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
知
ら
せ
が
あ
れ
ば
村
人
は
、
棒
と
び
口
な
ど
持
っ
て
、
か

け
つ
け
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
。

一
、
何
事
に
よ
ら
ず
名
主
、
組
頭
は
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。

百
姓
は
ふ
に
落
ち
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
遠
慮
な
く
名
主
に
き
く
が
よ
い
。

∴ 1ヽ

■_―  _
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文
書
四

小
川
村
の
村
掟

（全
十
七
条
）

「村
掟
」
抄

一
、
御
公
儀
様
御
法
度
之
趣
常
々
御
申
渡
被

レ成
承
知
仕
、

大
切
相
守
可

レ申
候
御
事
。

（略
）

一
、
両
側
呑
水
ち
り
あ
く
た
捨
て
不

レ申
、
水
あ
び
せ
ん
た
く
惣
て
機
敷

も
の
洗
申
間
敷
候
。
村
中
呑
水
之
事

二
候
得
は
互
二
吟
味
仕
随
分

さ
れ
い
二
成
候
様

二
可

レ仕
候
。
尤
壱
ケ
年

二
壱
、
弐
度
づ
つ
自
分

自
分
の
持
屋
敷
川
さ
ら
い
可

レ仕
候
。
■
又
少
成
共
用
水
引
取
申
間

敷
候
事
。

（略
）

享
保
甘

一
年
辰
二
月

文
書
五
は
、
井
戸
に
関
す
る
も
の
で
す
。
玉
川
上
水
は
何
時
も
水
が

流
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
給
水
制
限
が
絶
え
ず
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
制
限
に
は
皆
止
め
、
半
分
止
め
、
三
分
開
け
、
二
分
開

け
と
い
う
四
段
階
が
り
ま
し
た
。
四
ツ
谷
大
木
戸
の
水
番
所
で
水
位
を

計
っ
て
、
ど
の
段
階
か
を
決
め
、
水
番
人
に
指
令
さ
れ
、
そ
れ
が
村
役

人
に
伝
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
お
お
む
ね
三
分
開
け
厳
守
の
文
書
が
多
く
、

平
生
は
そ
の
程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
皆
止
め
も
結
構
度
々

あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
場
合
は
水
が

一
滴
も
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

井
戸
の
必
要
性
が
高
か
っ
た
わ
け
で
す
。
文
書
五
は
、
井
戸
が
完
成
し

た
事
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
更
に
も
っ
と
井
戸
が
必
要
だ
と
訴
え
て

い
ま
す
。
川
崎
平
右
衛
門
と
い
う
人
物
は
百
姓
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な

施
策
を
施
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
飢
饉
等
で
百
姓
が
離
散
の
憂
き
目

に
あ
っ
た
時
、
井
戸
を
掘
る
事
業
を
起
こ
し
、
女
、
子
供
、
老
人
に
も

仕
事
を
与
え
金
を
払
っ
て
、
帰
農
を
促
し
た
り
、
帰
農
の
た
め
に
金
を

貸
し
た
り
、
殖
産
を
行
っ
た
人
物
で
す
。
府
中
の
押
立
の
生
ま
れ
の
人

で
す
が
、
最
終
的
に
お
目
見
え
以
上
の
立
身
を
し
ま
し
た
。
新
田
開
発

に
貢
献
し
、
農
民
に
大
変
慕
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
人
の
碑
が
何
箇
所
か

に
立
っ
て
い
ま
す
。
俗
に
謝
恩
塔
で
す
が
、
「武
蔵
野
御
救
民
神
川
崎
大

明
神
」
と
崇
め
ら
れ
ま
し
た
。
以
上
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
上
水
は

必
ず
し
も
水
が
潤
沢
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
井
戸
は

一
村
に
二
、
三
箇

所
は
掘
っ
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

文
書
六
は
、
水
番
、　
つ
ま
り
水
役
人
に
関
す
る
も
の
で
す
。
水
役
人
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は
現
地
の
人
が
任
命
さ
れ
、
村
役
人
を
指
導
し
て
百
姓
を
使
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
作
業
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
文
書
の
一
番
左
に
仕
事
の
内

容
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
分
水
日
の
蓋
の
上
げ
下
ろ
し
の
立
会
い
、

水
路
の
見
回
り
、
不
浄
物
の
除
去
、
問
題
点
の
通
報
等
で
す
。
村
人
の

役
割
に
は
水
路
敷
き
の
下
草
の
一
斉
刈
り
取
り
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
時
期
が
農
繁
期
と
重
な
る
の
で
、
か
な
り
の
負
担
に
な
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
そ
れ
以
外
に
水
路
が
通
る
地
域
の
村
人
の
負
担
と
し
て
村

役
人
の
接
待
が
あ
り
ま
し
た
。
文
書
七
は
、
そ
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ

ま
す
。
こ
の
文
書
か
ら
村
役
人
の
接
待
の
負
担
が
村
に
と
っ
て
は
か
な

り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
た
め
負
担
軽
減
の
嘆

願
書
が
幾
つ
か
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
役
人
が
来
る
度
に
人
足
が
駆
り
出

さ
れ
、
旅
館
の
手
配
等
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
役
人
が
負

担
す
る
費
用
で
は
出
費
を
賄
え
な
い
状
態
で
し
た
。

水
路
の
両
側
三
間
に
つ
い
て
も
税
金
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
も
度
々
苦
情
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
水
路
の
管
理
に

必
要
な
土
地
で
す
か
ら
地
代
を
払
う
こ
と
は
道
理
に
合
わ
な
い
と
考
え

ら
れ
た
た
め
で
す
。

以
上
村
人
の
負
担
は
水
路
の
水
運
の
保
持
、
水
路
の
南
北
三
間
の
地

代
の
負
担
、
下
草
の
一
斉
刈
り
入
れ
、
さ
ら
に
は
諸
役
人
接
待
の
労
役

と
資
金
の
提
供
等
で
し
た
。

・
文
書
八
は

『屍
体
投
入
禁
止
』
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
文
書
は

天
保
八
年

一
七
八
三
年
の
も
の
で
す
が
、　
一
人
四
九
年
に
も
同
じ
よ
う

な
文
書
が
出
て
い
ま
す
。
行
倒
れ
の
死
体
が
あ
る
と
上
水
に
投
げ
込
む

不
心
得
者
が
い
た
の
で
す
。
こ
の
文
書
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て

も
ら
っ
て
は
困
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
死
体
を
発
見
し
た
時
は
、
村
々

の
仕
来
り
で
処
置
し
、
上
水
に
清
め
の
塩
を
ま
い
て
、
普
請
奉
行
へ
の

届
け
出
を
会
所
に
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
会
所
は
、
羽
村
、

砂
川
、
代
田
、
大
木
戸
に
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
も
末
期
に
近
付
く

と
、
上
水
の
様
子
も
当
初
と
は
随
分
変
わ
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。

文
書
九
は
、
舟
運
に
関
す
る
も
の
で
す
。
玉
川
上
水
を
舟
運
に
使
い

た
い
と
い
う
動
き
は
元
文
の
頃
、
明
和
の
頃
、
慶
応
の
頃
、
そ
し
て
明

治
の
頃
と
度
々
あ
っ
て
、
実
際
に
明
治
に
な
っ
て
か
ら
舟
運
に
使
わ
れ

た
こ
と
が
あ
リ
キ
し
た
。
従
来
は
、
馬
方
の
生
活
を
脅
か
す
と
い
う
こ

と
で
、
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
明
治
の
混
乱
の
中
で
、

何
故
が
許
可
さ
れ
、
お
よ
そ
二
年
あ
ま
り
舟
運
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
上

水
は
、
維
新
後
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
、
民
部
省
、
工
部
省
、
大
蔵
省

を
経
て
明
治
四
年
に
東
京
府
に
移
管
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
過
程
で

許
可
が
出
た
わ
け
で
す
が
、
結
局
舟
を
通
す
と
上
水
が
不
潔
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
禁
止
さ
れ
ま
す
。
江
戸
城
に
天
皇
が
入
っ
た
こ
と
も
大
き

い
理
由
で
し
た
。

文
書
十
は
、
下
水
に
も
関
係
し
た
も
の
で
す
。
水
路
の
流
末
は
水
が

来
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
普
通
は
水
の
流
れ
る
先
が
無
く

な
っ
て
溜
る
わ
け
で
す
。
水
溜
ま
り
は
放
置
さ
れ
て
役
に
立
た
な
い
土

地
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
も
っ
た
い
な
い
の
で
千
拓
し
て
稲
を

ltrヽ
‐
1トヤi

l ・ ヽ

「

 ‐
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植
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
普
通
と
同
じ
年
貢
を
取
ら
れ
た
の

で
は
か
な
わ
な
い
の
で
半
分
に
し
て
ほ
し
い
と
嘆
願
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
と
併
せ
て
排
水
工
事
を
や
っ
て
欲
し
い
と
い
う
請
願
で
す
ね
。

文
書
十

一
も
や
は
り

『流
末
で
水
が
溜
っ
て
き
て
難
渋
し
て
い
る
の

で
、
隣
村
の
適
当
な
場
所
ま
で
水
路
を
掘

っ
て
流
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。

つ
い
て
は
そ
こ
も
困
る
よ
う
な
事
に
な
れ
ば
元
に
戻
し
ま
す
。

」
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
れ
は
嘉
永
五
年
、　
一
八
五

一
年
の
文
書
で
す
。
こ
の
文

書
に
付
随
し
て
相
手
の
下
里
村
に
四
十
両
の
補
償
金
を
支
払
う
文
書
が

あ
り
ま
す
。
流
末
処
理
の
文
書
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

二
つ
は
代
表
例
で
す
。

上
水
の
当
初
は
水
が
不
足
で
、
命
よ
り
大
事
に
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
次
第
に
用
水
に
慣
れ
親
し
ん
で
来
る
と
同
時
に
村
人
の
生
活
も
そ

こ
そ
こ
に
豊
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
水
を
大
事
に
す
る

意
識
が
次
第
に
薄
ら
い
で
、
や
が
て
は
死
体
を
投
げ
込
む
不
届
き
者
が

出
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
上
水
を
舟
運
に
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
文
書
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
感
し
た
わ

け
で
す
。

文
書
五

御
救
い
有
難
く
存
じ
奉
り
候

年
恐
以
書
付
御
願
申
上
候

　

　

　

（
川
崎
家
文
書
）

大
沼
田
新
田
掘
井
之
儀
、
先
連

て
弐

ヶ
所
敦
Ⅷ
付

・、
掘
井
出
来

仕
、
出
百
姓
呑
水
差
支
虫
珈
座
一

御
救
ユ
有
奉
レ存
候
。
併
未
水

手
長
問
不
勝
手

の
場
所
御
座
候
。
以
御
慈
悲
掘
井
之
場
所
御
見

二
　

　

　

　

　

一

分
被

レ遊
、
願
之

通
Л

・為
珈
　

¨
付

・
被
下

置
・候

ハ
ゝ
、
難

レ有
奉

レ存
候
０

寛
保
三
年

成
二
月

大

沼
田
新

田

名
　
主
　
弥
左
衛
門
　
◎

与
　
頭
　
半
　
次
郎
　
◎

川
崎
平
石
蘭
門
様

御
下
役
衆
中

■.r
. 古

● .

ｎ
」ｒ
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一
一
■

ｉ

■

ヽ
　
一

―
　
卜
　
　

・

ｉ̈

●
・
　
■
　
・

Ｐヽ
ヽ
―

トが
文
書
六

水

番
役

の
持
場

・
給

金

・
晴
務

ω
上
水
記

三
　

分
水

口

ヶ
所

書
付

（
抄

）

同

郡
国
分
寺
付

一
饉

口
小
川
新

田
地
先

よ
う
引
取
申
侯

＾
略

）

年

島
分

水

口
よ
り
国
分
寺
村
分
水

口
迄

野
方
見

廻
役

助
左

衝
門
　
持
　
場

荏

原
郡
下
高
井

土
付

一
籠

口
同
村
地
先

よ

り
引

取
申
候

（
略

）

（
分
水

口
脱

力
）

大

沼
田
新

田

よ
り
下
高
井

土
村
分
水

口
迄

水
番

人文

左
衛
門
　
持
　
場

一̈一〕一一一一計高　川上水堀通水番人給金之記

．
金
櫛
地
両

外
二
米
四
斗
入
弐
俵

玉刺は螂動的観申『役

一
銀
五
板

　
　
　
　
　
砂
川
村
百
姓

‐
助
　
左
　
衛
　
円

同
　
人
支
配
所
　
　
百
娃

一
金
四
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文

左

衛
　
門

外

二
堰
料
米
之
内
よ
り
四
斗
俵
壱
俵
宛
年

々
被

レ下
・２

同
四
谷
大
木
戸
水
番
”
上
水
見
廻
り
兼

町
奉
行
　
支
配

一
金
五
両
　
　
　
　
　

　
　
　
　

彦

　

　

　

七

外

■
右
同
断

右
２
通
玉
川
上
水
御
組
合
入
用
を
以
年
々
繊
下́

レ之

右
水
番
人
共
見
廻
り
方
之
事
　
．

上
水
江
戸
懸
り
相
減
候
節
、
野
方
分
水
口
差
留
候
節
は
、
右

之
も
の
共
、
村
々
樋
口
差
蓋
揚
ヶ
御
シ
方
立
合
相
改
、
上
水

路
持
場
分
ヶ
戸
之
、
常
々
翼
柚
断

・見
廻
り
相
改
ル
。
其
外
上

水
路
芥
或
は
不
浄
之
品
等
流
采
節
、
右
之
者
共
取
計
、
此
外

水
増
減
芝
次
第

二
寄
，
大
木
戸
水
番
人
、
御
普
請
方
役
所
ぇ

之
注
進
等
、
此
末
に
記
ス
。

（
略
）

一
金
〓
両
宛

玉
川
上
水
水
元
羽
村
水
番
人

伊
奈
右
近
将
監
支
配
所
百
姓

源

　

兵

　

衛

晨
　
　
　
　
助

同
代
田
村
水
番
汗
上
水
見
廻
り
兼



22-第 1話 新田開発の掟

文
書
八

文
書
七

小
川
村
起
立
薔
上
帳

乍
レ恐
似
書
付

・捧
「
上

・候
　
　
　
　

（
小
川
家
文
書
〉

（
前
略
）

〓
前
所
御
継
立
仕
侯

二
付
、
日
々
馬
壱
疋
人
足
弐
人
亮
、
名
主

宅
前

ぇ
寄
附
置
、
御
継
立
仕
来
申
候
。
然

ル
処
、
多
摩
郡
羽

村
御
上
水
元
御
用
と
し
て
、
諸
役
人
中
様
方
御
通
行
、
並
御

用
筵
御
用
状
継
立
人
足
移
敷
相
螢
り
、
其
余
村
内
通
流
御
上

水
堀
両
縁
霞

・
萱
刈
払
人
足
多
分
相
掛
り
、
壱

ヵ
年
凡
人
足

千
五
百
人
余
、
馬
百
五
拾
疋
余
相
綺
り
、
外
村
方
ぇ
引
競
候

ヘ
ハ
、
存
外
之
人
局
遣
払

二
御
座
候
。

（
略
）

右
御
尋

二
付
奉
「
上
候
。

．

安
政
四
已
年
八
月
　
　
　
　
武
州
多
摩
郡
小
川
村

百
姓
代

弥
　
　
　
八

組
　
頭

半
　
　
　
蔵

て
、
差
除
候
日
、
四

ッ
谷
入
口
芥
留
ぇ
相
出
有
レ之
趣
、
ス
初

聴
・、
夫
々
御
乱
師
座
候

へ
共
、
右
体
之
仕

一
切
無
莉́
座

・候
。

μ
之
小
前
チ
千
人
の
者
え
精

々
中
論
、
己
米
右
体
之
儀
“
´
之

様
可
仕́
候
。
μ
之
御
諦
書
差
上
中
処
、
如
」件
。

九

屍
体
投
入
禁
上

に
付
調
書

差
上
中
御
請
書
之
事
　
　
　
　
　
（
平
野
家
文
書
）

一
左

の
月
々
役
人
共

一
同
体
「
上

・候
。
私
共
村

々
之
儀

ハ
、
玉

川
御
上
水
両
縁
近
村

〓
御
座
侯
。
然

ル
処
、
近
頃
働
上
水
流

末
四

ツ
谷
入
口
芥
留
え
、
水
死
人
多
分
有
レ之
候
間
、
水
上
両

縁

村
々
番
人
等
、
心
得
違

ヲ
以
、
行
日
死
人
御
上
水

へ
捨
、
代

田
橋
芥
留
え
相
贋
り
、
同
村

二
て
御
検
使
串
レ訥
候
も
難
洪

ニ

此
度
玉
川
上
水
水
元
羽
村
お
、
■
水
堀
通

四

ツ
谷
大
木
戸
ま
で
、
砂
利
川
下

ヶ
之
儀

何
相
済
侯

二
付
、
近
々
試
之
た
め
筏
に
て

川
下
ヶ
有

レ之
候
間
、
其
旨
Л
ヽ
得
「
以
上

卿
普
請
方

卵
九
月
七
日
　
詢
役
所

内
藤
新
宿
‘
羽
村
ま
で

右
村
々
　
間
屋

名
主
　
江

年
寄

江
川
太
郎
左
衛
門
様

御
　
役
　
所

名

　

主

文
書
九

天
保
八
四
年
二
月

御
普
調
方
様

御
出
役
衆
中
標

試
み
の
砂
利
下

夕
と
小
川
河
岸
定
日

砂
利
下

ヶ
〓
付
通
達
　
　
　
　
　
（
小
川
家
文
書
）

前
書
御
廻
状
、
昨
十
三
日
到
着
、
御
村
方

江
も
、
明
日
中
に
は
着
可
仕
候
得
共
、
先

御
問
合
に
付
申
上
候
。

■ コ+H口 ‖壼E
_ ドヨ■ヨ

=)國ヨ
苺ヨ
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+Ы
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ト ロ      =)



第 1話 新田開発の掟-23
文
書
十

外
畑
田
半
成
”
聾
ボ
堀
願

乍
噴
一
以

・一
付

・メ
「
上

・候
　
　
　
　
〈
雪
麻
家
文
書
）

式
州
多
撃
昴
前
沢
村
役
人

一
同
秦
「
ユ
候
。
当
村
地
所
之
内
、

同
州
同
昴
大
沼
田
新
田
名
主
弥
左
衛
門
所
持
仕
陽
在
侯
処
、　
一

姑
窪
地

一
御
座
候

一
付
、
右
村
舌
水
流
末
行
止
之
地
所

〓
て
、

凡
反
別
五
反
余
之
場
所
二
ヶ
所
、
元
来
林

一
て
御
座
候
処
水
入

一
て
、
木
品
不
蹴̈
枯
腐
畑
地

一
も
相
成
不
一押
い
　
・
無
提
非

・水
溜

〓

士
措
置
候
処
、
右
之
内
壱

ヶ
所
片
喘

ぇ
当
春
試
作
仕
候
処
、
今

般
口
万
御
改

一
付
申
立
御
見
分
奉
一踊
候
得
共
、
前
書
沖
■
荘
球

溜
之
地
内
故
、
定
式
田
方
二

難
相
成
侯

一
付
、
何
卒
外
畑
田
半

“
之
御
取
箇
技

〓
仰
付
被^

・下
ユ
″
様
一
「
上

・侯
。
尤
水
湛
多
分

之
損
地
永
々
建
壊
仕
候

二
付
、
右
末
水
何
れ
之
村
方
え
成
共
以

〓

御
威
光
秘
水
颯
被

二

仰
付
破

・下
置

・候

ハ
ゝ
、
前
書
之
田
畑
キ

水
腐
之
地
面
が
残
田
方

二
相
成
、
相
当
之
御
年
貢
上
納
仕
度
候

間
、
何
卒
御
慈
悲
を
以
願
之
通
被

〓
仰
付
Ｉ
下
巴

・侯

ハ
ゝ
、
多

分
之
地
面
相
助
難
一宥
仕
合
率
一年
候
。
以
上

天
保
十
四
年
卵
九
月

右
新
田名

主

願
人
　
弥
左
衝
門

前
沢
村

百
姓
代

御
村
方
に
障
う
に
な
ら
ぬ
よ
う
致
し
ま
す

（営
　
麻
　
家
文
書
）

現^
栞
久
留
米
市
）

入
置
申

一
札
之
事
　
　
　

下^
里
村
島
崎
武
弘
家
文
書
）

今
般
私
共
村
方
下
分
呑
用
水
ｔ
田
用
水
共
、
流
末
村
内

一
水
溜

地
補
理
入
置
候
処
、
数
年
相
立
自
然
と
居
込

一
相
成
水
引
千

一

相
成
ズ
、
諸
万
た
押
ひ
ら
き
難
晨
仕
候

一
付
、
其
御
村
方

〓
て

溜
地

一　
）
可

・相
成

・場
所

レ
有
之
侯

〓
付
、
趣
意

ヲ
以
申
入
候
処
、
御

承
知
メ
下
灘
有̈
存
候
。
然
上
は
双
方
不
為

〓
相
成
長

ハ
ゝ
、
早

速
合
形

一
可

レ仕
候
。
若
亦
絲
雨

一
て
野
水
落
嵩
候
節
は
、
先
々

６
．
流
来
候
窪
続

へ
切
落
相
流
し
、
其
村
万
ぇ
差
障

二
不
相
成

様
可
レ仕
候
。
■
後
日
一
礼
入
置
申
処
の
て
如
得
。
　
　
　
．
　

．

嘉
求
ョ
手

年
，
　

　

　

　

　

　

　

．

同

　

村
名
　
主

茂
右
衝
門
０

大熊善は同購中様

御
村
役
人
衆
中

営^
“
家
文
普
の
み
）

子
四
月
十
五
日
調
印

い
た
し

下
田
村
□
□
中
候

日
＝
　
宝
暦
三
年
の
村
羞
国

仲
右
衛
門
０

文
書
十

一

関

二
月
　
日

大
沼
田
新
田

下
分
惣
代

七
郎
左
衛
門

下
室
村

組 同  立 同

入

頭 市 平 人 庄 伝

兵   層兵
衝 吉  門 衛

■
７
一，
ｔ
キ
‘

■
■
´
・・
＝
″

市
ｆ

彙

イ
多

う

１
・２
■
１
１

，
酬
を

，
や
４
‘
ｌ

●
本
Ｃ
ぞ

図
１２
　
匈
見
分
に

，
申
上
晨
■
付

″

‥
′
一

‐
ィ

‘

介
ｉ 4ヽ

中

ロ

´^

Z

■デ
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討
論

熊
井
一　
昔
も
今
と
同
じ
よ
う
に
面
倒
な
物
は
流
し
て
し
ま
え
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
玉
川
上
水
は
飲
料
水
に
な
っ
た
の
に
、
死
体

ま
で
流
し
た
と
い
う
の
は
驚
き
で
し
た
。
文
書
七
の
後
半
で
す
が
、
古旦

等
を
刈
り
取
る
の
に
人
手
が
か
か
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一

方
で
は
刈
り
取
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
文
書
も
あ
る
。
年
代
が
違
う

の
か
ど
う
か
。
そ
れ
か
ら
明
暦
元
年
か
ら
寛
文
四
年
ま
で
の
間
に
も
か

な
り
の
脱
落
者
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
ん
で
す
。
表
―
上

と
二
を
突
き

合
わ
せ
る
と
、
ど
う
も
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。
三
反
百
姓
は
本
当
の
水

呑
み
で
、
こ
れ
以
下
だ
と
生
活
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
辺
り
何
か
資
料

的
な
も
の
は
あ
り
ま
し
た
か
。

北
川
　
上
水
沿
い
の
三
間
は
不
断
は
立
ち
入
り
禁
止
な
ん
で
す
。
そ
し

て
下
草
は

一
斉
刈
り
取
り
で
す
。
こ
れ
は
上
水
管
理
上
の
村
人
へ
の
賦

役
な
ん
で
す
が
、
賦
役
と
言
い
な
が
ら
そ
こ
で
税
金
を
取
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
寛
文
四
年
と
九
年
と
で
同

一
人
物
は
五
十
七
名
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
間
に
も
相
当
の
脱
落
者
が
い
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
寛
文

四
年
以
前
の
脱
落
者
は
、
経
営
規
模
が
小
さ
い
だ
け
に
も
っ
と
多
か
っ

た
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
ね
。
寛
文
四
年
以
前
は
統
計
資
料
が
不
充

分
で
す
。
幕
府
の
統
治
が
ま
だ
安
定
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
よ
く
分
か
ら
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。

稲
場
　
新
田
の
所
有
権
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
上

水
を
使
用
す
る
権
利
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

北
川
　
年
貢
は
個
々
の
農
民
が
払
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
入
植
し
た
農

民
の
土
地
で
す
。
た
だ
し
領
地
は
幕
府
直
轄
で
す
か
ら
、
幕
府
の
経
営

す
る
村
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
新
田
開
発
の
経
費
は
幕
府
が
貸
し
与
え

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
ま
る
二
年
は
年
貢
免
除
で
す
ね
。

水
の
使
用
料
金
は
米
で
支
払
う
場
合
は
水
料
米
を
、
金
の
場
合
は
水

料
金
を
払
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
国
分
寺
で
は
米
で
、
小
川
村
で
は
金

で
払
っ
て
い
ま
す
。
初
期
の
段
階
で
は
払
っ
て
な
い
の
で
す
が
、
享
保

の
頃
か
ら
払
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
経
過
は
よ
く
分
か
り
ま

せ
ん
。
水
を
使
わ
せ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
は
幕
府
で
す
。
料
金
は

町
屋
は
間
口
で
、
武
家
は
石
高
で
徴
収
し
て
い
る
の
で
す
が
、
分
水
に

つ
い
て
は
徴
収
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
、
金
納
だ
っ
た
り
米
だ
っ
た
り

で
、　
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
冥
加
金
の
よ
う
な
色
彩
が
強
い
で
す
ね
。

西
村
　
北
川
さ
ん
が
小
川
村
を
調
べ
ら
れ
た
理
由
は
何
で
す
か
。
特
に

こ
こ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

北
川
　
玉
川
上
水
の
開
設
と
相
前
後
し
て
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
、
享

保
の
新
田
開
発
の
中
で
大
規
模
で
、
し
か
も
成
功
し
た
例
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
成
功
の
理
由
は
上
水
で
す
ね
。

谷
回
　
こ
の
辺
り
の
新
田
は
日
の
質
と
し
て
は
良
い
の
で
す
か
。

北
川
　
質
と
し
て
は
良
く
な
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
初
期
の
段
階
か
ら
江

戸
か
ら
下
肥
を
持
っ
て
来
た
り
、
堆
肥
を
入
れ
た
り
、
草
肥
を
い
れ
た
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り
し
て
い
ま
す
。

谷
回
　
玉
川
上
水
は
、
底
を
粘
土
で
張
ら
な
か
っ
た
の
で
、
水
が
途
中

で
し
み
こ
む
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
水
が
末
端
に
達
す
る
の
に
通
水
後
二

年
位
か
か
っ
て
い
ま
す
。
野
火
止
用
水
は
、
こ
の
教
訓
を
活
か
し
て
内

張
り
を
し
ま
し
た
ね
。
武
蔵
野
は
大
変
吸
水
性
が
高
い
の
で
す
。
こ
の

点
で
こ
の
辺
り
の
土
地
が
新
田
開
発
に
向
い
て
い
た
の
か
、
疑
間
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
上
流
側
で
ど
ん
ど
ん
水
を
取
り
ま
す
ね
。

そ
う
す
る
と
水
争
い
が
お
こ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

北
川
　
田
は
ほ
と
ん
ど
無
く
て
、
大
部
分
が
畑
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
あ

ま
り
水
は
使
わ
な
い
。
そ
れ
か
ら
上
水
の
水
の
単
位
は
坪
で
あ
ら
わ
し

ま
す
。　
一
坪
は

一
尺
立
法
、
上
水
全
部
で
九
千
坪
、
そ
の
内
江
戸
が
四

千
百
七
坪
、
残
り
が
三
十
三
箇
所
四
千
八
百
九
十
三
坪
。
こ
れ
が
村
々

へ
行
く
わ
け
で
す
。
野
火
止
が
千
二
百
、
小
川
用
水
は
百
。
小
平
地
区

へ
は
全
体
と
し
て
は
五
百
坪
程
度
。

上
下
流
の
争
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
幕
府
の
権
威
が
強
い
わ
け

で
す
。
水
路
を
作
っ
た
方
の
権
威
が
強
い
の
で
、
役
所
と
個
々
の
地
域

と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
り
ま
す
が
、
地
域
間
の
争
い
は
な
い
。
例
え
ば
樋

回
の
埋
め
戻
し
を
ル
ー
ズ
に
し
て
侵
み
出
た
水
を
取
る
と
か
、
堰
の
開

度
を
出
鱈
目
に
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
水
番

人
は
き
ち
ん
と
取
り
締
ま
り
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
小
川
村
で
も
そ
ん

な
こ
と
が
露
見
し
て
、
夏
場

一
月
水
を
止
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
水
の
配
分
を
決
め
る
の
は
幕
府
で
す
。
村
に
入
っ
た
後
は
村
の
問

題
で
し
ょ
う
が
、
上
水
か
ら
各
村
に
配
る
の
は
幕
府
で
す
ね
。
村
の
余

水
は
そ
の
村
が
下
流
の
村
に
売
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

笹
部
　
新
田
開
発
の
制
限
因
子
は
水
な
の
か
、
そ
れ
と
も
労
力
な
の
か
、

ど
ち
ら
で
し
ょ
う
。

北
川
　
次
男
、
三
男
と
い
う
過
剰
労
力
は
常
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
や

は
り
水
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
小
川
村

一
帯
の
開
発
は
、
玉
川
上
水
以

前
に
も
試
み
ら
れ
た
で
す
が
、
水
か
無
く
て
失
敗
し
ま
し
た
。
そ
の
点

で
も
制
限
因
子
は
水
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

藤
井
　
家
屋
と
田
畑
の
位
置
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。

北
川
　
図
―
六
で
す
ね
。
屋
敷
の
周
囲
と
後
方
十
間
は
屋
敷
森
を
作
り

ま
し
た
。
今
で
も
地
図
を
見
る
と
短
冊
状
の
宅
地
が
数
多
く
認
め
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
名
残
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
畑
に
下
と
か
中
と
か

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
税
金
賦
課
の
区
分
で
す
。
中
畑
は
下
畑
よ
り
税

金
が
高
か
っ
た
。
だ
か
ら
上
畑
と
い
う
の
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

水
路
は
屋
敷
の
中
を
走
っ
て
い
ま
す
。

多
田
　
水
の
管
理
の
仕
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

北
川
　
名
主
、
組
頭
、
五
人
組
、
百
姓
、
こ
う
し
た
ラ
イ
ン
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。
上
水
は
、
当
初
上
水
奉
行
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に

普
請
奉
行
が
元
締
め
に
な
り
ま
す
。
出
先
事
務
所
に
会
所
が
あ
り
、
そ

こ
に
水
役
人
を
置
い
て
管
理
さ
せ
ま
し
た
。
何
か
あ
れ
ば
水
役
人
が
名

主
に
命
し
て
、
水
路
の
修
繕
等
を
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
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石
丸
　
文
書

一
に

『上
水
道
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

は

『上
水
」
と
言
っ
て
い
た
と
お
も
っ
て
い
た
の
で
、
興
味
を
覚
え
ま

し
た
。
「悪
水
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
現
在
の
『下

水
」
と
同
じ
で
な
い
よ
う
で
、
面
白
い
で
す
ね
。

中
村
　
余
水
の
売
買
は
自
由
だ
っ
た
の
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
丼
戸
は
不

可
欠
だ
っ
た
の
で
す
か
。

北
川
　
上
水
の
料
金
は
水
口
で
決
っ
て
い
た
の
で
、
干
渉
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
丼
戸
は
不
可
欠
で
し
た
。

上
水
は
江
戸
へ
の
給
水
が
最
優
先
で
し
た
。
だ
か
ら
渇
水
に
な
る
と
遠

慮
な
く
止
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
大
変
不
安
定
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ

に
下
流
優
先
の
原
則
で
し
た
ね
。
渇
水
時
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
下
流
の

水
日
か
ら
開
く
ん
で
す
ね
。
井
戸
自
体
は
浅
井
戸
で
、
渇
水
の
時
に
は

大
抵
水
が
出
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
深
い
井
戸
は

一
つ
位
し
か
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。

稲
場
　
水
を
汚
し
た
場
合
に
罰
則
の
よ
う
な
も
の
は
あ

っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

北
川
　
全
員
が
記
名
捺
印
し
た
掟
の
中
か
ら
は
罰
則
と
い
う
の
は
読
み

取
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
詫
状
は
あ
り
ま
す
ね
。
密
か
に
魚
を
取

っ
た
こ
と

が
水
役
人
に
露
見
し
て
、
名
主
と
相
談
し
て
詫
状
を
入
れ
た
と
い
う
類

で
す
。
村
人
同
志
の
も
の
は
無
い
よ
う
で
す
。
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