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は
じ
め
に

　

塚
田
孝
『
近
世
大
阪
の
非
人
と
身
分
的
周
縁
』（
二
〇
〇
七
・
三

部
落
問
題
研
究
所
︶
は
三
部
構
成
で
あ
る
が
、
大
き
く
は
都
市
大

坂
を
場
と
し
て
非
人
論
と
勧
進
宗
教
者
論
が
柱
に
な
っ
て
い
る
。

大
坂
非
人
論
を
対
象
に
し
て
、
逐
条
的
な
書
評
形
式
を
取
ら
ず
、

表
題
に
挙
げ
た
範
囲
で
実
証
を
含
ん
だ
批
判
的
検
討
を
試
み
た

い
。
し
た
が
っ
て
批
判
的
部
分
が
塚
田
の
ど
の
文
脈
・
叙
述
に
応

対
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
一
々
の
対
照
は
行
わ
な
い
。﹁
神
は

細
部
に
宿
る
﹂
と
い
う
の
が
僕
の
信
条
で
も
あ
り
、
細
部
の
思
い

込
み
や
間
違
い
は
、
や
が
て
展
開
と
同
時
に
大
き
な
問
題
を
生
じ

さ
せ
る
。
本
稿
で
も
勧
進
で
そ
の
一
端
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、

論
脈
に
関
わ
っ
て
こ
な
い
個
々
の
間
違
い
や
、
特
に
こ
ち
ら
側
だ

　

大
坂
非
人
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
塚
田
孝
の
論
考
が
ま
と
ま
っ
た
。
成
立
と
由
緒
、
支
配
と
御
用
、
大
坂
三
郷
と
垣
外
番
・
勧
進
、
と
い
う
非
人
論
の
外

延
構
造
を
網
羅
し
て
い
る
。
基
本
と
し
て
は
彼
の
用
い
た
史
料
と
論
理
を
内
在
的
に
吟
味
す
る
こ
と
で
、
こ
の
分
野
の
研
究
の
底
上
げ
と
、
塚
田
非
人
論
が
描

く
像
と
は
別
の
新
し
い
像
の
輪
郭
を
提
示
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

要　
　

約

論
文

大
坂
四
ケ
所
の
支
配
・
御
用
と
勧
進

─
塚
田
孝
『
近
世
大
坂
の
非
人
と
身
分
的
周
縁
』
に
関
わ
ら
せ
て

の
び 

し
ょ
う
じ
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け
が
知
っ
て
い
る
非
田
院
長
吏
文
書︶

1
（

と
い
う
新
史
料
を
用
い
て
不

備
を
指
摘
す
る
と
い
う
手
法
を
意
識
的
に
避
け
る
（
新
し
い
知
見

の
開
示
は
行
う
︶。
た
だ
し
『
大
阪
の
部
落
史︶

2
（

』
近
世
編
で
は
積
極

的
に
基
本
・
重
要
史
料
を
翻
刻
す
る
努
力
を
行
い
共
有
を
図
っ
た

の
で
、
紹
介
史
料
の
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
い
。

＊　

 

塚
田
本
（
二
〇
〇
七
・
三
刊
行
︶
を
手
掛
か
り
に
し
て
大
坂
四
ケ
所

研
究
を
深
め
よ
う
と
意
図
し
た
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
著
者
の

参
加
も
得
て
大
阪
歴
史
学
会
近
世
部
会
の
例
会
で
書
評
の
形
で
報
告

を
行
い
、
そ
こ
で
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
直
後
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
時
点
で
は
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』（
二
〇
〇
八
・
五
︶、

『
大
阪
の
部
落
史
』
３
（
近
世
後
期
編
︶
・
９
（
補
遺
編
︶
は
刊

行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
紀
要
掲
載
直
前
に
執
筆
後
に
出
さ
れ
た
史

料
典
拠
表
示
や
文
献
追
加
な
ど
若
干
の
加
筆
を
行
っ
た
が
、
内
容
上

で
そ
れ
ら
を
援
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

＊
＊ 

大
坂
四
ケ
所
研
究
を
、
御
用
に
せ
よ
垣
外
番
に
せ
よ
独
立
し
た
専
論

と
し
て
提
示
す
る
の
で
な
く
、
塚
田
本
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
い
う
形
で

の
、
枠
組
み
を
専
ら
と
す
る
内
容
に
し
た
の
は
、
先
の
﹁
大
坂
賤
民

法
制
の
構
造
と
特
質　

覚
書
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
は
﹁
イ
メ
ー

ジ
の
か
た
ま
り
を
積
み
重
ね
る
﹂
こ
と
が
適
当
だ
と
考
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
が
直
接
の
対
象
で
あ
り
、
私
見
で
は
主
要
論
考
は
本
稿

で
捕
捉
で
き
る
と
考
え
て
い
る︶

3
（

。

　

本
当
は
塚
田
の
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
①
身
分
的
周
縁
論
、

②
重
層
・
複
合
論
、
③
三
位
相
論
な
ど
多
産
さ
れ
る
﹁
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
・
ワ
ー
ド︶

4
（

﹂
に
対
し
て
見
解
を
述
べ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
と
し
よ
う
。

　

新
稿
と
な
っ
た
六
章
冒
頭
、
塚
田
は
自
ら
の
非
人
研
究
を
次
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
豊
臣
か
ら
江
戸
幕
府
に
よ
る
都
市
大

坂
の
建
設
時
に
乞
食︶

5
（

＝
貧
人
仲
間
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
、
②
乞

食
＝
勧
進
で
生
命
を
維
持
し
て
い
た
が
徐
々
に
町
内
勧
進
の
権
利

が
固
定
し
、
垣
外
番
株
と
し
て
小
屋
持
ち
が
分
割
・
所
有
す
る
体

制
に
な
る
、
③
そ
れ
は
奉
行
所
盗
賊
方
御
用
を
務
め
る
こ
と
と
連

動
し
て
い
た
、
④
本
来
無
所
有
の
非
人
＝
貧
人
が
家
督
家
屋
敷
の

所
有
主
体
と
な
る
変
容
を
も
た
ら
し
た
（
１
６
３
～
４
ｐ
︶。
こ
の

四
点
で
あ
る
。『
都
市
大
坂
と
非
人
』
に
つ
い
て
の
横
山
百
合
子

評
も
こ
の
射
程
の
内
側
で
行
っ
て
い
る
（
問
研
１
８
０
︶。

　

実
証
よ
り
も
論
、
構
造
よ
り
シ
ェ
ー
マ
・
像
重
視
の
塚
田
の
ス

タ
ン
ス
を
よ
く
示
し
た
自
己
評
価
で
あ
る
が
、
評
者
は
成
果
と
し

て
い
え
る
こ
と
は
そ
こ
に
は
な
く
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
思
い
込
み

に
よ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
①
身
分
内
法
に
は
二
つ
の
異
な
る

形
式
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
峻
別
し
た
こ
と
、
②
大
文
字
の
奉
行

所
御
用
に
満
足
せ
ず
御
用
の
内
訳
・
役
職
別
・
担
い
手
・
形
態
な

ど
の
具
体
的
な
あ
り
様
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
③
と
り
わ
け
圧

巻
は
市
中
供
廻
り
一
つ
を
と
っ
て
も
盗
賊
方
か
ら
町
目
付
ま
で
の
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役
職
の
別
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
垣
外
側
の
出
役
の
あ
り
様
も

異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
提
示
し
た
こ
と
、
④
し
か
も
そ

の
中
心
に
盗
賊
方
の
御
用
が
あ
っ
た
こ
と
、
願
い
事
の
際
に
も
そ

の
ル
ー
ト
を
も
っ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
、
を
解
明
し
た
こ
と
が
主

要
な
成
果
だ
と
考
え
て
い
る
。
も
う
少
し
だ
け
踏
み
込
ん
で
指
摘

す
れ
ば
、
成
果
が
そ
の
ま
ま
死
角
を
作
っ
た
。
た
と
え
ば
二
つ
の

身
分
内
法
形
式
を
発
見
し
た
こ
と
が
、
享
保
一
九
年
﹁
節
季
候
申

渡
覚
﹂（
悲
51　

本
書
１
７
３
ｐ
︶
で
は
小
屋
者
多
数
が
署
名
す
る

も
の
ま
で
も
第
一
形
式
だ
と
み
な
し
て
し
ま
う
。
ま
た
御
用
の
実

態
に
肉
薄
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
御
用
全
体
と
思
い
こ
ん
で
し
ま

っ
た
。
等
々
。

　

な
お
非
人
論
の
内
側
に
入
り
込
ん
で
い
る
①
四
ケ
所
近
世
成
立

論︶
6
（

、
②
非
人
無
所
有
論
に
つ
い
て
は
、
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
だ
ろ
う
が
、
反
証
で
き
る
ず
ば
り
の
史
料
は
な
く
、
論
理

に
は
論
理
を
も
っ
て
の
こ
と
に
な
り
水
掛
け
論
に
な
る
ほ
か
な

い
。
読
者
の
判
断
に
委
ね
て
固
持
し
た
り
踏
み
込
ん
だ
り
は
し
な

い
。

一　

奉
行
所
御
用
の
総
体
と
非
人
制
道
の
位
置
づ
け

　

大
阪
の
部
落
史
委
員
会
に
よ
っ
て
大
量
の
新
史
料
が
発
見
さ
れ

た
四
ケ
所
の
一
つ
天
王
寺
垣
外
（
以
下
悲
田
院
垣
外
と
い
う
︶
を

例
に
あ
げ
る
と
、
支
配
の
内
実
や
強
弱
を
問
わ
な
け
れ
ば
彼
ら
は

①
御
用
を
通
し
て
町
奉
行
所
、
②
歴
史
的
由
緒
に
よ
っ
て
生
じ
た

人
的
関
係
で
の
四
天
王
寺
、
③
行
政
面
で
は
領
主
（
天
王
寺
村
は

幕
領
─
し
た
が
っ
て
大
坂
代
官
所
︶
お
よ
び
天
王
寺
村
、
の
異
な
る

三
つ
の
支
配
を
受
け
て
い
た
。
厳
密
に
は
天
王
寺
に
あ
っ
た
代
官

所
牢
の
牢
番
も
担
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
限
定
さ
れ
な
い
代
官
所
御

用
の
一
端
も
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
坂
代
官
と
の

関
わ
り
は
牢
番
以
外
ほ
と
ん
ど
不
明
な
の
で
今
回
は
指
摘
の
み
に

留
め
る
。
以
下
①
～
③
の
支
配
ご
と
の
特
質
を
順
次
に
明
ら
か
に

し
て
い
く
方
法
を
と
る
。

　

第
一
の
奉
行
所
御
用︶

7
（

は
垣
外
集
団
を
即
自
的
に
公
的
存
在
に
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
大
坂
三
郷
か
ら
様
々
な
勧
進
特
権

を
得
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。奉
行
所
に
は
長
吏
詰
所
が
存
在
し
、

長
吏
の
毎
日
の
出
勤
は
義
務
で
あ
っ
た
。
与
力
の
手
に
よ
っ
て
非

人
番
へ
の
御
用
と
費
用
の
割
掛
け
が
急
増
し
た
問
題
究
明
の
た
め

に
ま
と
め
ら
れ
た
文
化
八
年
頃
の
『
手
覚
』
に
よ
る
と
（
盛
田
一

九
六
九
︶、
第
一
の
原
因
は
こ
こ
に
き
て
奉
行
所
御
用
＝
動
員
が

頻
繁
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ａ
探

索
（
聞
合
せ
─
風
聞
書
提
出
︶、
ｂ
捕
物
手
当
、
ｃ
市
中
供
廻
り
、

ｄ
他
国
・
遠
国
探
索
、
ｅ
他
国
捕
物
手
当
の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
ｄ
は
寛
政
頃
か
ら
（
町
奉
行
所
旧
記
で
は
寛
政
六
年
、
寛
政

年
中
の
幕
府
下
知
と
あ
る
︶、
ｅ
は
こ
の
頃
に
目
立
っ
て
き
た
よ
う
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だ
。
但
し
塚
田
は
単
独
行
動
と
随
行
、
そ
れ
と
他
国
・
遠
国
出
張

が
大
ま
か
な
区
分
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
ａ
ｂ
を
一
つ
、
ｅ
は

ｄ
に
含
め
て
あ
げ
た
（
１
２
０
ｐ
以
下
︶。
私
に
は
手
先
使
役
を
含

む
探
索
と
捕
物
手
当
（
厳
密
に
は
垣
外
の
み
の
捕
物
か
ら
動
員
ま
で

の
広
範
な
内
容
を
含
む
︶
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
も
一
括
で
き
な

い
だ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
そ
の
限
り
で
『
手
覚
』
の
読
み
込
み
あ

る
い
は
整
理
が
問
題
と
な
る
。

　

さ
て
四
ケ
所
が
担
っ
た
奉
行
所
御
用
の
総
体
に
つ
い
て
、
内
田

が
『
手
覚
』
を
使
用
し
て
以
来
こ
れ
を
も
っ
て
示
す
の
が
慣
わ
し

ら
し
い
。
内
田
の
整
理
と
は
﹁
理
解
の
異
な
る
箇
所
が
多
い
﹂
と

わ
ざ
わ
ざ
注
を
つ
け
た
塚
田
で
あ
る
が
、
そ
の
実
内
田
の
手
の
内

で
の
ま
と
め
で
あ
る
を
疑
わ
な
い
。
最
近
の
松
永
二
〇
〇
七
も
視

野
に
い
れ
て
指
摘
す
べ
き
共
通
の
問
題
点
は
、
内
田
の
整
理
を
踏

襲
し
た
が
ゆ
え
に
す
べ
て
の
論
者
が『
手
覚
』の
基
本
的
な
性
格
、

こ
れ
が
な
ぜ
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
慎
重
な
史
料
批
判
・
吟
味
を

怠
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

右
で
改
め
て
御
用
の
批
判
的
種
類
分
け
を
行
っ
た
こ
と
も
読
み

直
し
の
一
環
だ
が
、
も
う
少
し
史
料
性
格
に
絞
っ
て
若
干
の
指
摘

を
試
み
よ
う
。

１
．
現
在
大
阪
商
業
大
学
佐
古
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る『
手
覚
』

は
、
紹
介
し
た
盛
田
は
﹁
天
満
の
老
練
者
同
心
﹂
あ
た
り
の
手

に
な
る
も
の
と
推
定
し
た
が
、
与
力
瀬
田
藤
四
郎
に
敬
称
を
つ

け
て
い
な
い
こ
と
や
、
同
心
の
知
り
得
な
い
事
実
の
列
挙
な
ど

か
ら
、
東
町
の
与
力
で
﹁
天
明
年
間
盗
賊
方
﹂（
盗
賊
方
が
本
役

と
な
っ
た
の
は
天
明
八
年
か
ら
︶
を
務
め
て
い
た
者
の
手
で
文

化
八
年
起
筆
で
書
か
れ
た
。
朱
書
き
も
含
め
て
書
き
手
は
一
人

の
よ
う
に
見
え
、
か
つ
書
体
か
ら
控
書
、
こ
こ
か
ら
踏
み
込
ん

で
八
田
五
郎
左
衛
門
（
七
代
︶
の
手
に
な
る
も
の
と
推
定
し
て

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
書
は
﹁
相
聞
候
﹂
の
書
留
文
言

で
あ
る
が
、﹁
荒
増
内
々
御
心
得
ニ
申
上
候
﹂
と
も
あ
り
、
与

力
上
席
、
あ
る
い
は
奉
行
へ
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

２
．﹁
此
儘
被
捨
置
候
ハ
ゝ
往
々
番
非
人
共
不
正
之
儀
并
物
入
等

も
増
長
﹂
す
る
と
の
危
機
意
識
か
ら
、
近
年
、
在
方
非
人
番
の

金
銭
的
負
担
と
そ
れ
に
よ
る
非
行
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
そ
の
根
源
は
四
ケ
所
の
負
担
金
の
割
掛
け
だ
と
い
う

の
が
本
旨
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
四
ケ
所
と
、
そ
こ
に
加
重
さ
れ

る
奉
行
所
御
用
の
増
大
の
内
実
が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
史

料
は
こ
の
二
重
あ
る
い
は
三
重
の
構
成
を
も
っ
て
四
ケ
所
の
御

用
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
奉
行
所
か
ら
四
ケ
所
へ
掛

か
っ
た
御
用
の
総
体
あ
る
い
は
主
要
御
用
の
詳
細
を
ま
と
め
た

と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

３
．
塚
田
の
関
心
に
あ
ま
り
な
い
と
い
う
意
味
で
若
干
を
指
摘
し

て
お
く
と
、
他
国
・
遠
国
聞
合
せ
は
安
永
三
年
改
め
て
大
坂
町

奉
行
所
の
余
国
（
西
国
︶
支
配
が
確
認
さ
れ
、
天
明
の
飢
饉
・
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騒
擾
を
経
て
寛
政
期
に
一
挙
に
拡
大
す
る
。
奉
行
所
側
は
寛
政

六
年
の
幕
府
下
知
が
出
発
だ
と
認
識
し
て
い
る
（
奉
行
所
旧

記
︶。
他
国
捕
物
は
や
や
遅
れ
て
こ
の
手
記
が
書
か
れ
て
い
る

そ
の
時
に
目
立
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
も
含
め
て
随
所
に
御
用

の
歴
史
的
な
変
化
を
書
き
込
ん
で
い
る
こ
と
で
こ
れ
は
重
要
な

証
言
た
り
う
る
こ
と
、
最
後
に
盗
賊
方
町
惣
代
の
弊
害
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

御
用
に
戻
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
断
罪
時
に
も
彼
ら
の

役
務
が
あ
っ
た
よ
う
に
こ
の
五
点
が
全
体
で
も
主
要
御
用
で
も
な

い
。『
手
覚
』
の
論
理
に
か
ら
み
取
ら
れ
た
と
い
っ
た
の
は
、
た
と

え
ば
﹁
犬
・
猿
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
た
隠
密
・
手
先
の
存
在
で
あ
る
。

す
で
に
『
宝
暦
雑
録
』
に
登
場
し
て
以
来
明
治
以
後
も
旧
垣
外
の

一
部
が
隠
密
役
に
従
事
し
た
こ
と
か
ら
も
、『
浮
世
の
有
様
』
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、
後
期
に
は
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

だ
か
ら
で
あ
る
。
市
中
に
限
っ
て
も
中
期
頃
か
ら
目
立
ち
始
め
る

行
倒
れ
や
捨
子
、
あ
る
い
は
相
対
死
処
理
と
の
関
わ
り
、
市
中
行

刑
・
出
張
仕
置
へ
の
動
員
な
ど
も
こ
こ
に
は
出
な
い
。
あ
く
ま
で

も
近
年
に
急
増
大
し
た
御
用
と
費
用
の
究
明
に
限
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
改
め
て
強
調
す
る
の
は
歴
史
的
に
み
て
垣
外
の
御

用
、
も
し
く
は
大
坂
三
郷
が
垣
外
に
期
待
す
る
役
割
行
動
の
第
一

の
最
大
の
も
の
は
（
皮
肉
な
こ
と
に
書
上
げ
た
御
用
か
ら
す
っ
ぽ
り

と
抜
け
落
ち
て
い
る
が
︶、
非
人
（
貧
人
・
物
貰
い
︶
制
道
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る︶

8
（

。
こ
の
点
は
前
中
期
の
大
坂
町
触
れ
に
明
ら
か
で

あ
る
。
塚
田
は
旧
稿
（
本
書
第
一
章
所
収
八
四
年
稿
︶
で
町
方
と

非
人
集
団
の
矛
盾
と
し
て
悪
ね
だ
り
問
題
が
あ
る
と
捉
え
、
論
拠

と
し
て
元
禄
二
年
七
月
七
日
の
町
触
れ
﹁
日
頃
乞
食
・
物
貰
い
共

在
所
家
に
お
い
て
押
貰
い
の
様
に
い
た
し
、
或
い
は
祝
言
・
仏
事

な
ど
に
こ
れ
あ
る
参
り
、
色
々
悪
口
・
雑
言
な
ど
仕
る
由
相
聞
く

云
々
﹂
を
挙
げ
た
（
２
７
ｐ
︶。
し
か
し
こ
れ
は
垣
外
へ
の
非
難

で
は
な
い
。﹁
物
貰
い
共
﹂
と
あ
る
よ
う
に
貧
人
・
非
人
の
ね
だ

り
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
貰
い
を
非
人
集
団
と
し
て
い

る
の
は
奉
行
所
の
見
方
に
同
調
し
て
い
る
塚
田
の
史
観
で
あ
っ

て
、
四
ケ
所
と
何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
改
め
て
問
え
ば
、
市
中
非
人
制
道
は
奉
行
所
御
用
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
章
補
論
の
新
稿

に
は
府
立
図
書
館
蔵
﹁
大
坂
御
仕
置
留
﹂
か
ら
慶
安
五
年
正
月
一

三
日
組
触
れ
と
思
わ
れ
る
﹁
覚
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
佐
古
文

庫
『
元
明
条
目
』
に
同
文
が
あ
り
、
惣
代
に
宛
て
ら
れ
た
﹁
覚
﹂

は
三
カ
条
か
ら
な
る
（
原
文
は
本
書
１
１
２
ｐ
︶。
①
町
中
の
乞
食

改
め
を
垣
外
が
行
い
、
元
気
で
最
近
に
住
み
つ
い
た
者
を
惣
代
に

報
告
す
る
、
②
寺
門
前
の
乞
食
も
改
め
乞
食
払
い
を
行
い
、﹁
か

た
わ
﹂乞
食
は
寺
の
意
向
次
第
で
手
荒
い
措
置
は
控
え
る
が
、﹁
息

災
﹂
者
は
寺
か
ら
立
ち
退
く
よ
う
垣
外
か
ら
申
入
れ
さ
せ
る
、
③

﹁
座
に
入
る
﹂
す
な
わ
ち
垣
外
組
織
に
属
す
る
乞
食
の
悪
事
は
所
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属
長
吏
の
責
任
と
す
る
か
ら
仲
間
支
配
を
怠
ら
ぬ
よ
う
長
吏
に
申

し
つ
け
る
、
そ
の
三
カ
条
を
東
西
奉
行
か
ら
惣
代
、
惣
代
か
ら
長

吏
へ
伝
え
る
。
こ
れ
な
ど
市
中
貧
人
・
非
人
の
制
道
こ
そ
が
垣
外

の
御
用
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
奉
行
所
御
用
だ
と
い
う

点
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
文
言
が
﹁
座
に
入

る
﹂
と
す
る
垣
外
組
織
を
指
し
て
座
と
呼
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
文
言
の
み
を
決
定
的
証
言
と
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
中
世
以
来
の
座
的
構
成
を
も
っ
た

組
織
と
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
長
吏
・
二
老
な
ど
の
役

名
も
含
め
て
塚
田
の
前
提
を
疑
う
に
た
る
と
考
え
る
。
ま
た
塚
田

は
こ
の
時
期
に
特
有
の
こ
と
と
し
て
惣
代
─
長
吏
の
指
示
系
統
を

指
摘
し
て
い
る
が
（
１
１
３
ｐ
︶、『
手
覚
』
で
述
べ
た
よ
う
に
そ

れ
は
あ
る
意
味
で
一
貫
し
て
い
た
（
厳
密
に
は
途
中
一
旦
な
く
な

る
が
盗
賊
方
惣
代
二
人
制
に
な
っ
て
復
活
し
た
と
と
れ
る
︶。『
手
覚
』

の
読
み
込
み
云
々
を
い
っ
た
の
も
こ
れ
も
念
頭
に
あ
っ
た
。

　
『
手
覚
』
の
挙
げ
た
五
つ
の
御
用
は
、
非
人
制
道
を
突
き
詰
め

れ
ば
市
中
不
審
者
取
締
り
と
な
る
と
い
う
意
味
で
は
延
長
上
に
あ

る
け
れ
ど
も
、
本
来
の
御
用
か
ら
相
当
に
か
け
離
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

長
吏
・
小
頭
が
重
役
を
担
い
、
若
き
者
は
﹁
当
り
役
﹂
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
組
織
内
で
順
番
を
決
め
そ
れ
に
従
い
動
員
さ
れ
る
。

御
用
の
担
い
手
に
踏
み
込
ん
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
塚
田
の
大

き
な
成
果
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。
但
し
そ
れ
は
塚
田
が
限
定
し

た
よ
う
な
共
廻
り
（
１
２
７
～
８
ｐ
︶
に
限
ら
れ
る
も
の
で
も
な

い
し
、
他
国
聞
合
せ
や
捕
物
手
当
は
非
人
番
で
は
な
く
在
方
と
は

い
え
小
頭
が
担
う
。
そ
れ
と
も
う
一
点
『
手
覚
』
に
書
か
れ
な
い

こ
と
と
し
て
、
垣
外
の
正
式
構
成
員
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
元

来
御
用
を
担
う
主
体
で
な
い
①
十
三
組
小
屋
頭︶

9
（

（
史
料
に
し
ば
し

ば
小
頭
と
も
出
る
︶、
②
在
方
小
頭
、
③
垣
外
番
、
④
（
在
方
︶
非

人
番
、
が
御
用
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
与

力
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
問

題
点
と
し
て
俎
上
に
上
っ
て
こ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
組
織
原

則
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
塚
田
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
元
来
﹁
家
督
・
家
屋
敷
の
所
有
・
非
所
有
が
出
役
・
掛
り

銭
負
担
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
﹂（
１
１
７
ｐ
︶
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

御
用
の
総
体
は
以
上
を
前
提
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
塚
田
の
示
し
た
五
点
に
限
っ
て
い
え
ば
盗
賊
吟

味
方
御
用
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
ｃ
の
お
供
廻

り
一
つ
を
と
っ
て
も
盗
賊
吟
味
方
の
ほ
か
定
町
廻
り
与
力
、
町
目

付
同
心
の
別
が
あ
り
、
ま
た
定
例
・
臨
時
（
祭
礼
・
催
し
な
ど
人

寄
せ
場
所
︶・
ぶ
ら
り
（
忍
び
︶
な
ど
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
も
書

か
れ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
御
用
が
次
々
に
付
加
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
と
、
役
負
担
す
べ
き
者
以
外
の
者
に
ま
で
御
用
が
及
ぶ
こ
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と
と
、
身
分
と
分
離
で
き
な
い
役
務
か
ら
労
役
・
単
純
使
役
へ
と

拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二　
﹁
悲
田
院
垣
外
は
元
来
当
山
よ
り
初
ま
り
当
山

付
き
の
者
共
﹂

　

次
に
四
天
王
寺
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
先
に
は
寺
領
に
居
住

地
を
持
つ
限
り
で
の
支
配
と
い
っ
た
が
、
淵
源
を
た
ど
れ
ば
極
楽

浄
土
へ
の
道
と
い
わ
れ
る
四
天
王
寺
西
門
（
夕
陽
ケ
丘
︶
に
居
着

い
た
乞
食
・
非
人
と
、
や
が
て
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
階
層
化
と
差

配
者
の
分
化
、
寺
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、
実
際
に
も
中
世
以
来
四

天
王
寺
東
門
前
に
は
施
行
・
施
薬
を
主
と
し
た
悲
田
院
が
あ
り

（
大
坂
の
役
で
焼
失
︶、
そ
こ
か
ら
移
転
し
て
垣
外
集
落
が
で
き
た

と
い
う
由
緒
を
も
ち
、
ま
た
市
中
の
み
な
ら
ず
摂
河
の
広
い
範
囲

で
勧
進
を
実
行
で
き
る
理
由
の
一
つ
が
垣
外
内
に
建
て
ら
れ
た
施

行
院
（
寛
文
一
〇
年
︶
へ
の
布
施
・
奉
加
名
目
で
あ
り
、
ま
た
彼

ら
の
旦
那
寺
で
あ
る
竹
林
寺
も
四
天
王
寺
末
寺
一
心
寺
の
分
院
と

し
て
建
っ
た
と
い
う
経
過
も
あ
っ
た
。

　

支
配
権
限
と
し
て
は
、
ａ
長
吏
・
小
頭
代
替
り
の
出
願
、
ｂ
長

吏
・
小
頭
の
長
期
他
出
（
御
用
出
張
な
ど
︶
の
届
け
、
ｃ
垣
外
全

員
の
正
月
・
七
月
の
誓
詞
提
出
、
ｄ
会
式
・
法
会
時
の
警
護
、
ｅ

寺
領
巡
回
時
の
召
連
れ
、
ｆ
処
罰
、
な
ど
が
あ
る
（
悲
13
他
︶。

か
か
る
深
い
人
身
支
配
─
服
属
が
中
世
か
ら
の
縁
や
由
緒
な
し
に

確
立
す
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
も
、
塚
田
﹁
四

ケ
所
近
世
成
立
論
﹂
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
て
い
る
。
実
際
歴

史
的
淵
源
を
捨
象
し
て
近
世
の
み
を
切
り
と
れ
ば
、
居
住
地
は
天

王
寺
村
地
で
か
つ
除
地
、
寺
か
ら
出
役
ご
と
に
手
当
程
度
の
も
の

は
出
て
い
る
が
大
き
な
助
成
・
手
当
を
得
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
そ
の
限
り
で
は
服
属
の
儀
礼
を
必
要
と
す
る
関
係
に
は
な
い

と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
塚
田
の
論
理
に
よ
っ
て
四
ケ
所
が
近
世

の
都
市
大
坂
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
形
成
～
発
展
し
た
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
悲
田
院
垣
外
は
四
天
王
寺
の
警
護
や
労

役
に
手
当
・
報
謝
を
も
っ
て
出
役
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て

も
、
ａ
～
ｆ
ま
で
の
包
括
的
な
支
配
を
受
け
る
、
か
つ
そ
れ
は
享

受
し
て
い
る
理
由
が
み
つ
か
ら
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
両
者
は
浅
か
ら
ぬ
歴
史
的
関
係

に
あ
っ
た
が
、
垣
外
側
は
あ
る
時
期
以
降
四
天
王
寺
の
全
面
的
な

支
配
の
相
対
化
、
も
し
く
は
離
脱
を
試
み
て
き
た
。
そ
こ
に
は
京

都
に
つ
い
て
菅
原
憲
二
が
明
ら
か
に
し
た
、
近
世
権
力
が
寺
社
と

の
関
わ
り
を
長
期
的
緩
や
か
に
絶
と
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
こ

と
も
作
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

安
永
五（
一
七
七
六
︶年
六
月
一
日
、
塔
頭
勝
曼
院
会
式
当
日
、

番
所
に
詰
め
て
い
た
悲
田
院
小
頭
忠
治
と
若
き
者
孫
七
が
、
腰
掛
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け
た
ま
ま
四
天
王
寺
役
人
田
中
ら
の
通
行
往
復
に
立
礼
（
お
じ
ぎ
︶

を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
す
ぐ
さ
ま
境
内
御
供
所
へ
長
吏
忠
助
を

呼
び
出
し
不
礼
を
糺
し
会
式
後
に
沙
汰
す
る
旨
を
申
し
渡
し
た
。

そ
れ
か
ら
半
年
間
一
二
月
一
九
日
に
忠
治
ら
押
込
め
、
同
四
日
、

一
山
を
騒
が
せ
た
咎
で
長
吏
忠
助
・
鳶
田
長
吏
吉
左
衛
門
両
名
遠

慮
の
処
置
に
落
着
す
る
ま
で
、
鳶
田
垣
外
を
巻
き
込
ん
で
四
天
王

寺
と
の
確
執
と
抵
抗
が
続
く
（
以
下
大
②
204
に
よ
る
︶。
立
礼
を
し

な
か
っ
た
ご
く
単
純
・
軽
微
な
無
礼
が
重
大
問
題
で
あ
る
か
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
事
実
の
な
か
に
寺
側
の
蓄
積
さ
れ
た
思
い
（﹁
近

年
垣
外
の
忠
誠
心
が
疑
わ
れ
る
﹂︶
と
、
寺
に
と
っ
て
垣
外
が
い
か

に
軽
い
者
た
ち
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

七
月
五
日
、
忠
治
ら
両
名
押
込
め
が
申
渡
さ
れ
る
が
長
吏
他
行

で
七
日
、
長
吏
と
小
頭
定
助
を
呼
び
改
め
て
処
罰
を
言
い
渡
す
。

こ
れ
に
対
し
て
長
吏
忠
助
は
﹁
若
き
者
で
あ
る
孫
七
は
と
も
か
く

小
頭
忠
治
は
御
用
に
出
る
身
な
の
で
受
け
難
い
、
寺
よ
り
奉
行
所

の
了
解
を
と
っ
て
貰
う
ま
で
は
お
断
り
し
た
い
﹂
と
強
硬
な
態
度

に
出
て
い
る
。
そ
の
後
の
執
拗
な
追
求
に
も
御
用
を
口
実
に
言
質

を
と
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
し
続
け
る
。
塚
田
は
寺
が
奉
行
所
へ
訴

え
た
と
い
う
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

寺
方
年
預
が
﹁
ま
る
で
奉
行
所
と
の
争
論
の
よ
う
だ
﹂
と
い
う
ほ

ど
与
力
ら
と
は
一
触
即
発
の
と
こ
ろ
ま
で
い
く
。
勝
手
な
処
罰
を

許
せ
ば
支
配
国
に
洩
所
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
小
事
が
大
事
に

な
っ
て
し
ま
う
と
与
力
側
は
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

九
月
一
九
日
に
は
天
王
寺
村
庄
屋
文
右
衛
門
ら
三
人
が
寺
に
来

る
。
先
日
牢
屋
敷
よ
り
呼
び
出
さ
れ
、
垣
外
の
宗
旨
人
別
は
ど
こ

が
管
轄
し
て
い
る
か
と
聞
か
れ
た
の
で
、
曽
我
丹
波
守
様
の
役
中

宝
永
年
中
（
一
七
〇
四
～
︶
に
転
び
類
族
の
者
共
宗
旨
を
村
に
預

か
っ
た
、
人
別
差
配
は
御
料
の
村
が
し
て
い
る
と
答
え
た
。
そ
の

際
今
回
の
経
過
を
聞
い
た
が
、
こ
れ
は
寺
側
の
心
得
違
い
の
取
り

計
ら
い
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
吟
味
と
な
れ
ば
寺
の
名
誉
に
も
傷
が

つ
こ
う
。
村
が
仲
介
し
て
内
済
に
も
っ
て
い
く
の
で
任
せ
て
ほ
し

い
と
の
申
入
れ
で
あ
っ
た
。
寺
は
拒
否
す
る
。
奉
行
所
の
差
し
金

な
の
だ
ろ
う
。

　

寺
は
当
初
垣
外
が
す
ぐ
さ
ま
処
罰
申
渡
し
に
服
す
る
も
の
だ
と

安
易
に
見
込
ん
で
い
た
よ
う
だ
が
、
長
吏
の
強
靱
な
抵
抗
や
奉
行

所
の
異
議
、
さ
ら
に
は
村
庄
屋
の
判
断
な
ど
か
ら
危
機
感
を
募
ら

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
吏
や
小
頭
、
さ
ら
に
は
先
長
吏
善
助
ま

で
次
々
に
呼
び
出
し
て
強
引
に
飲
ま
せ
よ
う
と
計
り
、
さ
ら
に
八

月
二
〇
日
、
鳶
田
長
吏
吉
右
衛
門
・
砂
場
小
頭
佐
助
を
呼
び
つ
け

服
属
の
誓
書
を
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
二
カ
所
は
四
天
王
寺

領
地
で
あ
り
、
鳶
田
は
元
禄
一
一
（
一
六
九
八
︶
年
、
寺
の
意
向

次
第
で
何
時
な
り
と
も
立
ち
退
く
一
札
を
入
れ
て
居
住
し
て
い
る

と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
相
当
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鳶
田
長
吏
が
御
用
を
盾
に
悲
田
院
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同
様
の
態
度
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
四
天
王
寺
へ
の
両
垣
外
の
反

発
が
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
に
悲
田
院
・
鳶
田

の
打
ち
合
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
九
月
九
日
に
は
鳶

田
垣
外
喜
六
が
寺
役
人
に
立
礼
を
失
念
す
る
﹁
不
作
法
﹂
を
お
こ

す
が
、
寺
は
た
だ
ち
に
咎
を
申
渡
し
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
よ

う
だ
。

　

幾
度
に
も
及
ぶ
東
西
奉
行
所
と
の
交
渉
を
四
天
王
寺
に
よ
る
悲

田
院
・
鳶
田
垣
外
支
配
の
根
拠
に
絞
っ
て
や
や
詳
し
く
ま
と
め
る

と
（
紙
数
が
許
せ
ば
月
日
を
追
っ
て
詳
し
く
問
答
を
述
べ
れ
ば
興
味

深
い
の
だ
が
︶、
①
四
ケ
院
の
一
つ
悲
田
院
の
雑
事
を
担
っ
た
者

の
末
裔
で
あ
り
摂
河
の
非
人
を
支
配
し
勧
進
が
可
能
な
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
、
②
類
族
改
め
に
よ
っ
て
死
罪
と
な
る
と
こ
ろ
を
寺

住
持
の
嘆
願
で
助
命
さ
れ
、
七
十
余
人
が
垣
外
入
り
と
な
り
悲
田

院
・
鳶
田
に
預
け
ら
れ
た
。
そ
の
管
理
は
四
天
王
寺
で
あ
っ
た

が
、
や
が
て
人
数
も
増
え
人
別
帳
な
し
で
は
管
理
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
宝
永
年
中
御
料
天
王
寺
村
へ
移
管
お
預
け
と
な

っ
た
、
③
鳶
田
は
悲
田
院
垣
外
か
ら
分
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
元

禄
以
降
は
小
屋
地
手
狭
と
な
り
寺
地
に
差
置
い
て
い
る
、
④
彼
ら

が
﹁
当
山
付
き
の
者
﹂
だ
と
い
う
こ
と
は
ａ
会
式
・
彼
岸
な
ど
行

事
時
の
見
廻
り
、
ｂ
群
集
時
の
出
役
、
ｃ
寺
役
人
が
寺
領
を
廻
る

時
の
﹁
召
連
れ
﹂、
ｄ
享
保
一
七
年
三
月
鳶
田
長
吏
・
二
老
ら
を

押
込
め
に
処
し
た
先
例
、
な
ど
が
証
し
て
い
る
。
事
実
宝
暦
一
二

（
一
七
六
二
︶
年
、
悲
田
院
・
鳶
田
長
吏
を
小
頭
に
、
天
満
小
頭

ら
を
長
吏
に
預
け
江
戸
表
ま
で
出
頭
さ
せ
る
、
四
ケ
所
全
体
に
か

か
る
大
が
か
り
な
事
件
で
も
長
期
出
張
し
た
折
に
寺
へ
届
け
を
出

し
て
い
る
（
悲
６
︶。
奉
行
所
は
最
終
的
に
は
折
れ
て
、
軽
微
で

あ
れ
ば
四
天
王
寺
の
独
自
の
処
罰
を
認
め
て
も
御
用
に
差
支
え
な

い
と
の
判
断
を
示
す
。

三　

土
地
・
居
住
地
所
持
の
強
い
規
制

　

垣
外
集
落
と
村
と
の
関
係
は
皮
田
の
枝
郷
制
と
共
通
す
る
。
主

要
な
違
い
は
長
吏
に
広
く
身
分
仕
置
権
限
（
追
放
以
下
の
独
自
処

罰
を
行
う
こ
と
と
他
身
分
に
関
わ
ら
な
い
軽
微
な
罪
を
裁
く
こ
と
︶

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
御
中
と
呼
ば
れ
る
指
導
機
関
や
役
職

に
村
が
介
入
で
き
な
い
こ
と
、
村
が
三
郷
続
き
在
領
で
あ
り
事
実

上
の
町
で
あ
り
、
か
つ
垣
外
集
落
も
農
村
と
い
う
よ
り
は
町
構
成

（
内
部
に
西
之
町
と
東
之
町
が
あ
っ
た
︶
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
ろ

う
か
。
難
波
村
庄
屋
成
舞
家
に
残
さ
れ
た
道
頓
堀
垣
外
の
記
録
が

『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
生
活
の
万
般
に
つ
い
て
長
吏
よ
り
庄
屋
へ
嘆
願
が
あ
げ

ら
れ
、
役
所
通
達
が
庄
屋
か
ら
長
吏
へ
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
宗

門
帳
も
庄
屋
権
限
で
作
成
さ
れ
、
類
族
生
死
報
告
も
長
吏
か
ら
庄

屋
へ
な
さ
れ
、
庄
屋
が
最
終
的
に
役
所
に
提
出
す
る
義
務
を
負
っ
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て
い
た
こ
と
な
ど
、
日
常
的
行
政
的
支
配
を
村
か
ら
受
け
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る︶

10
（

。
そ
れ
は
悲
田
院
に
も
共
通
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

枝
郷
制
の
も
と
で
の
差
別
的
な
村
規
制
の
顕
著
な
例
は
土
地
所

持
の
制
約
で
あ
る
。
そ
れ
は
居
住
地
と
個
々
の
所
持
地
に
分
か
れ

る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
塚
田
の
非
人
無
所
有
論
を
前
提
し
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
。
本
著
や
『
都
市
大
坂
と
非
人
』
に
対
す
る
す
べ

て
の
評
者
が
第
一
の
成
果
で
あ
り
、
無
所
有
か
ら
所
有
主
体
と
い

う
シ
ェ
ー
マ
が
塚
田
非
人
論
の
最
大
の
成
果
と
考
え
て
い
る
。
そ

れ
を
ま
と
も
に
取
り
合
う
つ
も
り
は
な
い
。
先
験
的
に
設
定
さ
れ

て
い
る
テ
ー
ゼ
は
何
ら
の
実
証
や
証
明
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
悲
田
院
垣
外
が
文
禄
三
年
、
大
坂
で

近
世
（
幕
藩
制
︶
が
敷
か
れ
た
元
和
ま
で
に
そ
の
他
の
垣
外
も
除

地
と
い
う
形
で
土
地
の
集
団
所
有
を
実
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
実

体
的
に
は
若
き
者
居
宅
（
名
目
は
小
屋
で
あ
る
が
そ
の
住
居
規
模
た

る
や
兎
小
屋
の
比
で
は
な
い
し
、
長
屋
形
式
で
も
な
い
︶
に
分
割
所

持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
塚
田
は
四
ケ
所
は
中
世
と
断
絶
し
た
近

世
に
形
成
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
四
ケ
所
は

誕
生
時
か
ら
土
地
所
持
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
限
定
さ
れ
た
と
断
り
な
が
ら
そ
れ
が
所
有
で
あ
る
こ
と
を
塚

田
も
認
め
て
い
る
（
７
４
ｐ
︶。
す
で
に
天
和
年
間
天
満
で
は
長

吏
個
人
の
所
持
地
が
あ
り
、
道
頓
堀
に
は
垣
外
で
医
師
の
到
岸
の

所
持
地
、
鳶
田
で
は
﹁
非
人
開
き
畑
﹂
が
史
料
に
は
出
る
。
し
た

が
っ
て
以
下
の
問
題
は
塚
田
﹁
非
人
無
所
有
﹂
論
と
は
関
わ
り
が

な
い
。

　

ま
ず
前
者
を
み
る
。
悲
田
院
垣
外
集
落
の
大
ま
か
な
位
置
は
版

行
さ
れ
た
大
坂
町
絵
図
で
Ｊ
Ｒ
天
王
寺
駅
の
す
ぐ
北
手
に
広
が
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。文
禄
検
地
で
三
反
八
畝
歩
余
の
除
地（
大

①
22
︶を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
は
通
称
を﹁
長
者
が
崎
﹂（『
大

坂
政
見
録
』
大
①
98
︶
と
い
う
よ
う
に
懸
崖
地
と
も
い
う
べ
き
急

勾
配
の
頂
上
部
で
東
と
南
は
崖
で
あ
っ
た
。
東
の
崖
地
は
今
も
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
塚
田
が
信
を
置
き
う
る
と
し
た
由
緒
書

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
が
手
狭
と
な
り
慶
長
一
四
年
以
前
に
分
蜂
す
る

形
で
今
宮
村
内
に
鳶
田
が
生
ま
れ
た
。

　

幸
い
安
永
六
（
一
七
七
七
︶
年
の
悲
田
院
集
落
地
周
辺
指
図
が

伝
わ
る
（
悲
田
院
長
吏
文
書　

大
②
206
︶。
唯
一
の
も
の
な
が
ら
関

連
文
書
が
な
く
、
な
ぜ
作
成
さ
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
す
で
に

周
囲
は
﹁
小
屋
立
﹂
地
と
な
り
、
そ
の
広
さ
は
除
地
の
倍
を
越
そ

う
。
し
か
も
な
お
そ
の
外
周
に
小
屋
型
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の

は
事
実
上
小
屋
建
て
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。

先
に
寺
地
に
あ
っ
た
砂
場
集
落
に
ふ
れ
た
が
、
悲
田
院
集
落
は
指

図
の
一
カ
所
（
図
中
の
Ａ
部
分
が
元
来
の
除
地
︶
だ
け
で
な
く
三

カ
所
に
分
立
し
て
い
て
、
毘
沙
門
池
と
砂
場
に
は
十
三
組
小
屋
頭

や
年
行
事
が
い
て
比
較
的
大
き
な
集
団
を
作
っ
て
い
た
。
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近
世
初
頭
に
四
ケ
所
が
成
立
し
て
以
降
元
禄
ま
で
知
ら
れ
る
限

り
で
も
六
度
の
市
中
貧
人
の
狩
込
み
が
行
わ
れ
た︶

11
（

。
天
和
三
年
の

狩
込
み
で
は
各
垣
外
に
一
五
三
人
が
引
き
渡
さ
れ
悲
田
院
も
総
出

で
荒
地
開
墾
を
行
っ
た
（
指
図
西
側
﹁
南
北
弐
拾
弐
間　

御
除
地
﹂

が
そ
れ
に
当
る
と
考
え
る
。
図
中
の
Ｂ
部
分
︶。
天
満
で
は
長
吏
所

持
地
に
新
垣
外
地
が
で
き
た
。
こ
れ
に
続
く
も
の
が
明
和
三
年
か

ら
八（
一
七
六
六
～
七
一
︶年
に
及
ぶ
宅
地
拡
張
の
嘆
願
で
あ
る（
悲

186
・
大
②
202
─
203
︶。
場
所
は
一
貫
し
て
集
落
の
南
側
は
崖
下
で
あ

る
か
ら
、
除
地
の
北
側
道
向
い
で
当
初
は
小
屋
四
～
五
軒
と
い
っ

て
い
た
が
、
東
西
五
五
間
南
北
二
一
間
と
い
う
か
ら
除
地
と
変
わ

ら
ぬ
面
積
を
宅
地
と
し
て
認
め
て
く
れ
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の

で
あ
る（
図
中
の
Ｄ
部
分
︶。
先
の
指
図
が
そ
の
部
分
を﹁
小
屋
立
﹂

と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
成
就
し
な
か
っ
た
と
同
時

に
、
あ
る
い
は
反
対
側
す
な
わ
ち
南
側
に
広
が
る
嘆
願
と
ほ
ぼ
同

面
積
の
土
地
（
図
中
の
Ｃ
～
 C”
部
分
の
三
区
画
︶
は
こ
の
嘆
願
に

よ
っ
て
実
現
し
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
示
す
。
嘆
願
と
指
図

の
年
次
が
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
集
落
の
基
本

構
図
は
四
ケ
所
に
共
通
し
て
狭
義
の
垣
外
集
落
と
初
期
に
狩
込
ま

れ
た
新
非
人
の
集
落
が
並
存
し
、
そ
こ
に
は
小
頭
・
十
三
組
小
屋

頭
が
常
住
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
外
周
に
札
持
・
小
屋
者
と
呼

ば
れ
る
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
住
ま
う
と
い
う
の
が
視
覚
的
様
相

で
あ
っ
た
。

天
王
寺

村
方御

料畑
地

御 料
畑 地

南
北
弐
拾
弐
門

南
北
拾
九
間

壱
尺
弐
寸

御
除
地

御
除
地

小
屋
立

小
屋
立

小
屋
立

小
屋
立

御
料御

年
貢
地

御
年
貢
致
貰
ウ

四
天
王
寺
領
御
年
貢
地

御
料
御
年
貢
地

御
料

御
料
畑
地 御

料

御
年
貢
地

御
年
貢
地 九

畝
壱
歩

七
畝
四
歩
畑
地

小
屋
立

六
畝
弐
歩

六
畝
弐
拾
四
歩

六
畝
七
歩

四畝拾五歩

御
料

御
料
畑
地

安
永
六
酉
二
月
改

風
祭
甚
三
郎
様
御
代
官
所

摂
州
東
成
郡
天
王
寺
村
領垣

外
小
屋
地
絵
図

庚
申
道

畑
地

水
道

壱
間
半

南
東

西

北

阿
べ
野
か
い
道

畑 地
弐 拾 六 間

道
す
じ

四
天
王
寺
領

畑
地

御料畑地

御料
畑地

御料
畑地

道

東 西 六 拾 間

畑
地

施
行
院

天
王
寺
村

A

D

BCC’

C”
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次
に
個
々
の
所
持
地
で
あ
る
が
、
中
期
頃
ま
で
悲
田
院
で
は
除

地
内
の
居
宅
以
外
で
垣
外
身
分
個
人
の
土
地
所
持
は
許
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
元
禄
一
二
（
一
六
九
九
︶
年
、
先
の
長
吏
善
休
四
男

正
庵
が
買
い
取
っ
た
畑
は
名
目
上
南
堀
越
町
四
郎
兵
衛
の
名
義
に

な
っ
て
い
る
（
大
①
101
︶。
明
和
四
年
段
階
で
も
畑
地
を
買
っ
た

善
八
ら
に
竹
林
寺
は
垣
外
の
名
前
で
は
台
帳
に
記
載
で
き
な
い
の

で
竹
林
寺
の
名
を
借
り
る
し
か
な
い
と
い
っ
て
い
る
（
悲
187
︶。

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
の
か
は
判
然
と
し

な
い
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
道
頓
堀
墓
所
隣
に
垣
外
個
人
（
到

岸
︶
の
所
持
地
、
鳶
田
に
は
﹁
非
人
開
き
畑
﹂
が
早
く
か
ら
あ
り

そ
れ
は
相
続
さ
れ
て
い
っ
た
。
享
保
一
九
年
『
難
波
村
領
田
畑
地

並
帳
』
張
紙
に
は
垣
外
個
人
の
所
持
畑
が
出
て
く
る
（
大
②
195
︶。

　

生
活
規
制
の
一
例
と
し
て
は
葬
式
が
あ
る
。
長
吏
は
特
別
な
が

ら
、
小
頭
と
い
え
ど
も
葬
列
が
街
道
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
（
大
③
94
お
よ
び
解
説
参
照
︶。

四　

両
極
に
振
れ
る
四
ケ
所

　

安
永
五
年
の
押
込
め
一
件
で
は
前
長
吏
の
善
助
も
寺
へ
詫
状
を

入
れ
、﹁
不
心
得
で
忠
助
に
万
事
申
し
伝
え
た
た
め
に
今
度
の
一

件
も
も
つ
れ
た
﹂（
悲
８
︶
と
あ
る
か
ら
不
服
従
の
根
が
深
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
詫
状
で
は
宝
暦
年
中
に
四
天
王
寺
の

支
配
に
服
す
る
長
吏
・
小
頭
の
請
状
を
寺
に
出
し
た
こ
と
、
し
か

も
そ
の
請
状
の
こ
と
を
今
回
奉
行
所
に
問
わ
れ
、
自
己
正
当
化
の

答
弁
を
し
た
こ
と
を
も
詫
び
て
い
る
。
前
長
吏
を
も
巻
き
込
ん
だ

本
件
に
か
け
る
垣
外
側
の
決
意
の
ほ
ど
が
窺
え
る
。
し
か
し
そ
の

結
果
、
悲
田
院
は
重
い
ツ
ケ
を
払
わ
さ
れ
る
。
若
輩
の
忠
助
は
長

吏
職
を
追
わ
れ
二
度
と
返
り
咲
く
機
会
は
訪
れ
な
か
っ
た
。
次
男

弥
三
八
が
後
役
を
継
い
だ
が
精
神
に
不
調
を
来
し
失
脚
、
末
娘
お

ゆ
か
に
京
都
悲
田
院
長
吏
家
か
ら
養
子
金
助
を
入
れ
る
が
権
威
な

く
、
小
頭
勘
助
に
長
吏
職
そ
の
も
の
を
簒
奪
さ
れ
か
か
る
憂
き
目

に
あ
う（
金
助
婿
入
・
勘
助
一
件
・
葬
式
作
法
は
大
③
に
史
料
収
録
︶。

そ
の
実
権
の
な
さ
は
右
の
葬
式
一
件
の
際
に
も
露
呈
さ
れ
る
。

　

さ
て
本
件
か
ら
二
〇
年
後
の
寛
政
七
（
一
七
九
五
︶
年
九
月
一

八
日
夜
、
天
満
垣
外
小
頭
九
兵
衛
・
惣
兵
衛
組
下
伊
兵
衛
宅
に
同

家
し
て
い
た
卯
八
が
、
近
所
に
あ
っ
た
野
小
屋
住
み
の
新
蔵
の
娘

り
わ
を
突
き
殺
し
て
逐
電
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
（
悲
３
・

大
②
209
、
の
び
〇
九
に
新
し
い
概
要
を
示
し
た
︶。
御
料
川
崎
村
を

管
轄
す
る
大
坂
代
官
所
は
長
吏
に
一
八
〇
日
尋
ね
を
命
じ
る
と
垣

外
側
は
そ
れ
で
事
済
み
と
考
え
た
が
、
鈴
木
町
南
側
代
官
所
は
探

索
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
丸
一
年
を
経
過
し
た

八
年
九
月
一
八
日
、
長
吏
清
八
と
久
七
・
宗
兵
衛
ら
小
頭
三
人
を

名
指
し
て
出
頭
を
命
じ
る
。
清
八
は
新
蔵
の
組
頭
で
あ
っ
た
九
兵

衛
・
惣
兵
衛
だ
け
を
出
頭
さ
せ
る
。
代
官
所
は
卯
八
一
件
で
の
量



53　大坂四ケ所の支配・御用と勧進

部落解放研究 №188 2010.1

刑
と
し
て
長
吏
過
料
三
貫
文
、
組
頭
九
兵
衛
・
惣
兵
衛
は
急
度
叱

り
で
あ
る
が
、
非
人
の
身
分
で
あ
り
役
人
村
へ
引
き
渡
し
相
当
の

仕
置
を
申
し
つ
け
る
と
裁
定
す
る
。
名
指
し
さ
れ
な
が
ら
長
吏
自

身
や
重
立
ち
の
小
頭
を
出
頭
さ
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
ら
が
代

官
所
を
軽
ん
じ
て
い
る
態
度
が
露
骨
で
あ
る
。
長
吏
清
八
が
九
兵

衛
ら
の
報
告
を
聞
く
も
間
も
な
く
、
渡
辺
村
年
寄
住
吉
屋
喜
右
衛

門
が
来
て
三
人
の
渡
辺
村
随
行
を
命
じ
て
い
る
。
奉
行
所
御
用
ば

か
り
か
代
官
所
と
渡
辺
村
と
の
日
常
的
な
連
絡
体
制
が
あ
っ
た
こ

と
を
明
か
し
て
く
れ
る
。

　
﹁
是
ま
で
自
分
は
永
く
長
吏
職
を
務
め
て
き
た
が
こ
の
よ
う
な

事
態
は
覚
え
も
な
い
こ
と
だ
﹂
と
か
か
る
事
態
を
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
清
八
は
狼
狽
を
隠
せ
ず
、
渡
辺
村
年
寄
の
使
い
に
は
し
ば

ら
く
の
猶
予
を
言
付
け
、
歴
史
的
な
由
緒
を
も
つ
悲
田
院
長
吏
善

助
（
養
子
金
助
改
名
︶
に
急
々
の
手
紙
を
送
り
、
小
頭
宗
兵
衛
宅

へ
の
来
訪
を
要
請
し
て
い
る
。
宗
兵
衛
は
垣
外
仲
間
で
は
﹁
植
木

宗
兵
衛
﹂
を
名
乗
っ
て
い
た
（
長
吏
文
書
研
究
会
で
の
高
久
氏
の
教

示
︶。
奉
行
所
盗
賊
方
へ
も
出
向
き
、
善
助
も
加
わ
っ
て
宗
兵
衛

宅
で
鳩
首
相
談
と
な
る
。
何
度
も
善
処
方
を
求
め
る
四
ケ
所
に
対

し
て
奉
行
所
は
板
挟
み
と
な
る
。
幕
法
か
ら
い
え
ば
代
官
所
の
仕

置
は
当
然
で
あ
り
、
時
悪
く
大
坂
代
官
所
の
自
立
が
進
行
中
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

安
永
後
期
か
ら
天
明
に
か
け
て
大
坂
代
官
所
は
従
来
奉
行
所
に

依
存
し
て
い
た
支
配
・
仕
置
を
、
自
前
牢
を
持
ち
手
限
吟
味
権
の

拡
大
と
自
立
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る︶

12
（

。
代
官
所
の
ア
キ
レ

ス
腱
は
寺
社
支
配
で
あ
り
、
い
か
に
御
料
内
の
寺
社
と
い
え
ど
も

そ
こ
で
の
事
件
や
諸
願
い
ま
で
も
奉
行
所
が
裁
く
こ
と
に
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
奉
行
所
は
﹁
な
に
か
長
吏
内
に
由
緒
書
な
ど

で
も
な
い
も
の
か
﹂（
悲
３
︶と
知
恵
つ
け
に
回
る
。
か
く
し
て﹁
四

ケ
所
全
体
が
四
天
王
寺
か
ら
生
ま
れ
、
今
も
寺
院
内
組
織
で
あ
り

一
員
で
あ
る
﹂
と
す
る
、
現
在
残
る
多
量
の
由
緒
書
が
作
ら
れ
提

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
悲
田
院
垣
外

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
な
ん
ら
の
歴
史
的
由
緒
も
持
た
な
い
天
満

垣
外
ま
で
の
四
ケ
所
全
体
が
四
天
王
寺
に
服
属
す
る
と
い
う
、
安

永
五
年
一
件
の
論
理
と
抵
抗
か
ら
み
れ
ば
一
八
〇
度
転
換
し
た
結

論
と
な
る
場
所
に
着
地
し
た
の
で
あ
る
。

　

後
世
の
我
々
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
史
料
を
み
る
何
よ
り
の
注
意

が
寛
政
八
年
よ
り
前
に
あ
る
か
以
後
の
史
料
で
あ
る
か
に
か
か
っ

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五　

大
坂
三
郷
と
四
ケ
所
の
基
本
構
図

　

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
第
六
章
新
稿
が
用
意
さ
れ
、
勧
進
と

垣
外
番
に
つ
い
て
の
最
新
の
見
解
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
ら

ま
れ
た
重
要
な
問
題
点
だ
け
を
指
摘
す
る
。
論
の
支
軸
に
限
っ
て
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も①
垣
外
番
株
を
﹁
事
実
上
の
勧
進
権
﹂﹁
定
式
勧
進
の
疎
外
態
﹂

と
規
定
す
る
こ
と
は
偏
頗
な
と
ら
え
方
で
あ
っ
て
、
前
近
代
に
特

有
な
労
働
と
縄
張
り
が
分
離
し
な
い
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
当

時
広
範
に
生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
稼
ぎ
場
・
商
い
場
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
権
利
者
で
あ
る
若

き
者
と
実
際
に
垣
外
番
を
務
め
る
者
へ
の
手
当
が
分
離
し
て
い
る

状
況
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
（
表
参
照
、
橘
町
・
白
銀
町
な
ど
︶。
垣

外
番
は
残
さ
れ
た
断
片
史
料
か
ら
は
定
着
率
が
悪
く
、
す
ぐ
に
も

出
奔
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
数
年
以
上
か
ら
北
堀

江
二
丁
目
に
勤
め
る
久
七
な
ど
二
〇
年
を
超
す
も
の
ま
で
あ
り
、

安
定
し
た
仕
事
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

②
勧
進
を
相
対
関
係
の
名
付
け
に
よ
っ
て
ａ
布
施
米
、
ｂ
奉
加
も

の
（
四
ケ
所
札
︶、
ｃ
吉
凶
祝
儀
に
分
け
た
内
田
分
類
を
排
し
て
、

定
式
と
吉
凶
に
強
引
に
大
別
す
る
意
味
が
不
分
明
で
あ
り
、
ま
た

た
と
え
ば
節
季
候
な
ど
の
実
際
の
門
付
芸
と
五
節
句
の
貰
い
を
同

列
に
す
る
こ
と
は
勧
進
の
本
義
を
失
う
も
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
も

近
世
の
最
後
の
達
成
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
明
治
初
年
の
報
告
を

み
れ
ば
（
表
参
照
︶、
歴
史
的
由
緒
か
ら
分
離
で
き
な
い
た
め
に
、

積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
実
情
に
合
わ
せ
て
種
々
の
付
加
を
し
て

い
っ
た
様
子
が
知
れ
る

③
塚
田
の
成
果
の
一
つ
は
垣
外
の
身
分
内
法
の
二
つ
の
形
式
を
明

ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
指
摘
し
た
よ
う
に
同
時
に

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
請
書
を
視
野
の
外
に
お
い
て
し

ま
っ
た
。
悲
51
文
書
は
弟
子
や
新
非
人
も
署
名
す
る
（
人
数
的
に

は
若
き
者
よ
り
多
い
︶﹁
節
季
候
請
書
﹂
で
、
請
書
の
二
つ
の
形
式

に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
を
若
き
者
が
御
仲（
こ

こ
で
は
悲
田
院
会
所
︶
に
出
す
第
一
形
式
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る

（
１
７
３
～
４
ｐ
︶。
寛
政
六
年
、
悲
田
院
若
き
者
文
四
郎
ら
に
雇

わ
れ
た
千
代
松
も
弟
子
な
ど
で
な
く
小
屋
者
で
あ
る
（
１
７
５

ｐ
︶。
④
垣
外
番
が
当
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
廻
り
番

が
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
垣
外
番
が
定
置
し
、
そ
れ
が
株
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
勧
進
が
大
き
な
変
容
・
変
質
を
こ
う
む
っ
た
、

と
い
う
歴
史
的
な
変
化
こ
そ
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。寛
政
四
年
、

悲
田
院
若
き
者
ら
が
長
吏
・
小
頭
に
宛
て
た
﹁
覚
﹂（
１
６
５
ｐ

～
引
用
︶
は
垣
外
番
が
定
着
し
て
以
後
も
垣
外
の
﹁
囉

﹂
と
な

ら
ん
で
乞
食
勧
進
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
第
六
章
論
文
の
最
大
の
問
題
は
次
の
こ
と
に
あ
ろ

う
。
塚
田
は
旧
稿
（
第
一
部
第
一
章
︶
で
江
戸
で
は
弾
左
衛
門
が

非
人
に
勧
進
場
を
分
割
所
持
さ
せ
、
そ
れ
を
個
々
の
非
人
が
場
と

し
て
所
持
す
る
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
構
造

理
解
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
大
坂
に
お
い
て
も
具

体
的
な
現
れ
は
偏
差
を
持
っ
て
も
基
本
構
造
は
同
じ
と
思
い
込
ん

で
し
ま
っ
た
。
市
中
に
散
在
す
る
貧
人
・
非
人
、
あ
る
い
は
そ
の
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他
の
者
が
門
付
け
を
行
い
、
吉
凶
に
物
乞
い
す
る
こ
と
は
自
由
で

あ
り
、
ま
た
止
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
は
近
世
社
会
の
大
原

則
だ
と
い
う
点
が
理
解
の
及
ば
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
拙
著
〇
七
で
畑
中
が
非
人
番
手
当
が
勧
進
名
目
を

連
ね
て
い
る
こ
と
を
誤
解
し
た
こ
と
で
﹁
生
活
共
同
体
別
個
説
﹂

が
で
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
は

塚
田
垣
外
番
論
に
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
種
々
な
勧
進
名
目
に
な

っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
勧
進
の
垣
外
番
独
占
が
行
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
、
可
能
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
し
て
そ
こ
か
ら﹁
垣

外
番
株
が
実
質
的
な
勧
進
権
に
な
っ
て
い
た
﹂（
１
７
１
ｐ
︶
わ

け
で
も
な
い
し
、
四
ケ
所
と
し
て
株
を
勧
進
権
と
し
て
認
め
る
と

か
認
め
な
い
と
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
（
ま
っ
た
く
次
元

の
別
の
こ
と
で
あ
る
︶。
塚
田
が
悪
ね
だ
り
と
分
類
す
る
繰
り
返
さ

れ
る
町
触
れ
が
そ
れ
を
逆
照
射
し
て
い
る
。

　
﹁
吉
凶
勧
進
に
お
い
て
も
、
定
式
勧
進
に
お
い
て
も
、
垣
外
仲

間
の
論
理
に
お
い
て
は
、
四
ケ
所
若
き
者
た
ち
に
開
か
れ
、
そ
れ

以
外
に
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
﹂（
１
７
５
ｐ
︶
と
い
う
規
定
は
、

江
戸
の
非
人
勧
進
場
独
占
・
分
割
論
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
思
い
込

み
を
前
提
に
、
大
坂
を
み
て
い
る
こ
と
で
出
て
き
た
思
惑
で
あ
っ

て
、そ
の
前
提
を
取
り
払
え
ば
別
の
像
が
現
れ
よ
う
。寛
政
四
年
、

塚
田
が
身
分
内
法
の
第
一
形
式
と
名
づ
け
た﹁
覚
﹂は
後
半
で﹁
聞

付
け
四
ケ
所
若
き
者
壱
人
に
て
も
其
家
え
這
入
﹂
と
か
﹁
聞
付
け

最
初
壱
人
参
り
候
て
願
候
節
﹂
と
か
の
但
書
を
し
て
い
る
。﹁
囉

＝
勧
進
﹂
が
予
め
独
占
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う

し
た
文
言
は
ま
っ
た
く
不
要
で
あ
ろ
う
。
奉
行
所
と
し
て
は
非

人
・
乞
食
を
取
り
締
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
垣
外
の

﹁
囉

﹂
に
縛
り
を
か
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
見
て
も
垣
外
番
が
史
料
に
表
れ
る
の
は
宝
暦
二
（
一

七
五
二
︶年
町
触
れ
に﹁
垣
外
番
之
囲
﹂と
あ
る
も
の
を
遡
ら
な
い
。

垣
外
番
が
中
期
以
降
に
定
置
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実

と
考
え
る
。
そ
れ
が
置
か
れ
た
こ
と
で
勧
進
の
あ
り
方
に
変
容
が

起
き
る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
数
千
人
と
い
わ
れ
る
物
乞
い
た
ち

の
本
来
的
な
乞
食
勧
進
を
無
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
余
談
な
が
ら
垣
外
名
不
詳
の
﹁
覚
﹂
を
悲
田
院
と

確
定
し
た
の
は
内
田
八
七
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
な
ん
の
顧
慮
も

払
わ
れ
て
い
な
い
。

　

近
年
、
吉
田
・
塚
田
ら
は
場
所
有
を
、
土
地
所
有
と
な
ら
ぶ
別

の
所
有
と
し
て
認
め
る
方
向
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
う
し
た
場
所
有
を
所
有
の
疎
外
態
と
か

勧
進
所
有
と
か
相
変
ら
ず
否
定
的
な
も
の
と
み
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
場
所
有
を
別
の
所
有
と
し
て
み
と
め
な
が
ら
、
そ
の
上
に
構

築
さ
れ
る
生
活
の
質
を
本
質
的
に
平
人
と
変
わ
ら
な
い
と
す
る
規

定
を
見
直
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
塚
田
勧
進
論
か
ら
は
離
れ
る
が
、
大
坂
三
郷
の
貧
人
・
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表　明治初年大坂三郷四ケ所・垣外番手当の実態
橘町 橘町 白銀町 白銀町 白髪町 白髪町 徳寿町・新難波中之町 徳寿町・新難波中之町 鰻谷２丁目 鰻谷２丁目 北久太郎５丁目 北久太郎５丁目 南久太郎丁２丁目 南久太郎丁２丁目

宛先 年寄儀次郎 垣外番善八 年寄儀次郎 垣外番新八 年寄儀次郎 垣外番善八 年寄儀次郎 垣外番喜助 年寄儀次郎 垣外番太郎 年寄儀次郎 垣外番権四郎 小頭忠兵衛 垣外番伊助

内訳 昼夜番 昼夜番 昼夜番 昼夜相持ち 昼夜 昼夜 昼夜

布施米 月0.201、
銭110文

３貫564文 0.325、７貫100 0.072合、660文 月0.072、１貫700 月600文 月白米0.1斗、300文

１年布施 26貫700文、
米0.265

80貫文 ６貫250、内２貫文支
配人若者源十郎并垣外
番へ

７貫900 13貫148文 38貫、 内13貫800文、
0.32升支配人庄三郎へ
旧来より

番銭 月１貫800文 ３貫文 ３貫200 ４貫200、内２貫72文
垣外番へ飯料遣わし

３貫文、内２貫文は支
配五郎兵衛并垣外番へ

３貫

吉凶物 月平均750文、支配人
小頭五郎兵衛へ

１貫文 50文、内２貫64文支配
人えい并垣外番へ、受
納は支配人へ

１貫文、支配人若き者
甚三郎へ

無し 無し 500文 350文、内１貫文并吉
凶は前同様支配人むつ
へ遣わし

500文、内１斗程、１

貫800文支配人庄三郎
へ旧来より遣し（以下
備考）

500文

節季候 米0.265、
銭２貫200

米0.24、
銭１貫500

米0.061、１貫800 0.053、１貫文 0.42、３貫100 0.43、２貫700 0.062、420文 0.06升、400文 0.072、２貫350 0.07升、１貫800 0.222合、400文 0.13升、300文 白米0.33、800文 0.32升、800文

大黒舞 米0.265、
銭２貫200

0.181、２貫文 0.041、１貫600 0.041、１貫文 0.46、３貫400 0.42、３貫文 0.062、232文 0.06、200文 0.075、２貫350 0.07、800文 0.182合、424文 0.162、350文 白米0.33、800文 0.32升、800文

祝餅　 １貫800目、
１貫700

１貫700目、
１貫500

１貫700目、700 １貫500目、600 ３貫200目、200 ３貫目、200 １貫600目、150文 １貫500目、150 600目、300 400目、200文 ３貫700目、572文 ２貫500文、４貫500文 0.12升 0.09升

綱貫奉加 以前五郎兵衛へ遣わす ９貫500 ４貫文 １貫文、以前遣わす 14貫文 １貫文源十郎へ ７貫文 ２貫文、前五郎兵衛へ
遣わす

４貫文 １貫500、むつへ年布
施も同人へ

５貫文

毎日飯料 １貫文 0.13升 １貫文

紋日銭 １貫200 １貫300文

祝儀

四ケ所札

四ケ所年寄米

備考 吉凶50文はママ、布
施・番賃を含む全体の
中からのことであろう

ほか町内雇われ時番賃
９貫文

吉凶ママ １貫文垣外番伊助へ飯
料遣わす、差引１貫文
忠兵衛取分

典拠 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22

西高津町 江戸堀３丁目 下博労町 京町堀４丁目 京町堀４丁目 福井町 籠屋町 玉沢町 京町堀２丁目 道頓堀湊町 道頓堀九郎右衛門町 北堀江１丁目 道修町３丁目

宛先 忠兵衛 らく 垣外番 道頓堀太郎助 天王寺久四郎 鳶田年寄下庄次郎并同
人弟子仁助２人へ

内訳 ４人合持 昼夜33人持壱分 半丁持

布施米 ２貫300 848文 月0.23升、６貫文 借家32～12文毎月 0.9斗

１年布施 ２貫300 ７貫200文 65貫文 ５貫文 38貫700文紋日集め高
を含む

６貫900 51貫600 １石８斗・卅貫文借家
中

番銭 ３貫文 月４貫文 ５貫文 月１貫500（年18貫） 月１貫500（年18貫） 68貫400文両人分 72貫文、家持中 町人夜番賃３貫500文
毎月、若き者同額

町人年額３貫600～１

貫20文、借家人年額１

貫200～600文

年額19貫200文（月１

貫600文）
30貫夜番賃は除く、外
に夜番その他の召仕で
若き者へ98貫文

吉凶物 500文、吉凶合わせ内
948文支配人へ、500文
伊助へ

200文 月500文 500文 多少あり取決難い

節季候 0.04、748文 0.06、１貫500文 0.6斗 0.6 0.25升、２貫文、丁内
太郎助・若き者両人
へ、家持５合～１升表
借家１合～５合裏借家
24文～50文

0.28升、２貫500 大黒舞に同じ 米１石、家持白米４升、
大黒舞分含む、米８

斗・銭20貫文借家白米
２升

町人米１升～５合、借
家人銭48～16文、12月

0.15升・６貫500 大黒合わせ町人0.12～
５合借家人0,06～銭
100文

71貫600文、大黒・鳥
追い・その他奉加物を
含む

大黒舞 0.04、748文 0.06、１貫500文 0.6斗 0.6 節季候に同じ 節季候に同じ ５貫文、0.4斗両人へ 節季候に同じ 0.15、６貫500

祝餅　 0.03升、１貫 １貫500文、１貫文 １貫600匁目方 ４貫匁目方、300文、
両人へ

５貫匁両人分 １貫500匁、家持・借
家

祝餅・鏡餅、町人２合
～銭72文借家人48～16

文12月

目方４貫文、銭300文

綱貫奉加 500文 ８貫文 ８貫文 ５貫800 ３貫文 ４貫500 20貫文家持・借家中 町人200～100文、借家
人48～16文10月

５貫文10月

毎日飯料

紋日銭 ３貫文 ８貫400 ４貫800 36貫文

祝儀 毎月532文 １貫600 ２貫匁 町人・借家人とも出す 祝儀６貫文不祝儀９貫
600文（昨年分）

町人・借家人とも出す ６貫400文

四ケ所札 １枚に付800文12月

四ケ所年寄米 町人２合～銭48文借家
人24～12文正月

備考 以下分類表記でない 他に鉦番賃54貫文 明治３

典拠 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 内田87 内田87 内田87 内田87

平均・凡などを含む
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表　明治初年大坂三郷四ケ所・垣外番手当の実態
橘町 橘町 白銀町 白銀町 白髪町 白髪町 徳寿町・新難波中之町 徳寿町・新難波中之町 鰻谷２丁目 鰻谷２丁目 北久太郎５丁目 北久太郎５丁目 南久太郎丁２丁目 南久太郎丁２丁目

宛先 年寄儀次郎 垣外番善八 年寄儀次郎 垣外番新八 年寄儀次郎 垣外番善八 年寄儀次郎 垣外番喜助 年寄儀次郎 垣外番太郎 年寄儀次郎 垣外番権四郎 小頭忠兵衛 垣外番伊助

内訳 昼夜番 昼夜番 昼夜番 昼夜相持ち 昼夜 昼夜 昼夜

布施米 月0.201、
銭110文

３貫564文 0.325、７貫100 0.072合、660文 月0.072、１貫700 月600文 月白米0.1斗、300文

１年布施 26貫700文、
米0.265

80貫文 ６貫250、内２貫文支
配人若者源十郎并垣外
番へ

７貫900 13貫148文 38貫、 内13貫800文、
0.32升支配人庄三郎へ
旧来より

番銭 月１貫800文 ３貫文 ３貫200 ４貫200、内２貫72文
垣外番へ飯料遣わし

３貫文、内２貫文は支
配五郎兵衛并垣外番へ

３貫

吉凶物 月平均750文、支配人
小頭五郎兵衛へ

１貫文 50文、内２貫64文支配
人えい并垣外番へ、受
納は支配人へ

１貫文、支配人若き者
甚三郎へ

無し 無し 500文 350文、内１貫文并吉
凶は前同様支配人むつ
へ遣わし

500文、内１斗程、１

貫800文支配人庄三郎
へ旧来より遣し（以下
備考）

500文

節季候 米0.265、
銭２貫200

米0.24、
銭１貫500

米0.061、１貫800 0.053、１貫文 0.42、３貫100 0.43、２貫700 0.062、420文 0.06升、400文 0.072、２貫350 0.07升、１貫800 0.222合、400文 0.13升、300文 白米0.33、800文 0.32升、800文

大黒舞 米0.265、
銭２貫200

0.181、２貫文 0.041、１貫600 0.041、１貫文 0.46、３貫400 0.42、３貫文 0.062、232文 0.06、200文 0.075、２貫350 0.07、800文 0.182合、424文 0.162、350文 白米0.33、800文 0.32升、800文

祝餅　 １貫800目、
１貫700

１貫700目、
１貫500

１貫700目、700 １貫500目、600 ３貫200目、200 ３貫目、200 １貫600目、150文 １貫500目、150 600目、300 400目、200文 ３貫700目、572文 ２貫500文、４貫500文 0.12升 0.09升

綱貫奉加 以前五郎兵衛へ遣わす ９貫500 ４貫文 １貫文、以前遣わす 14貫文 １貫文源十郎へ ７貫文 ２貫文、前五郎兵衛へ
遣わす

４貫文 １貫500、むつへ年布
施も同人へ

５貫文

毎日飯料 １貫文 0.13升 １貫文

紋日銭 １貫200 １貫300文

祝儀

四ケ所札

四ケ所年寄米

備考 吉凶50文はママ、布
施・番賃を含む全体の
中からのことであろう

ほか町内雇われ時番賃
９貫文

吉凶ママ １貫文垣外番伊助へ飯
料遣わす、差引１貫文
忠兵衛取分

典拠 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22

西高津町 江戸堀３丁目 下博労町 京町堀４丁目 京町堀４丁目 福井町 籠屋町 玉沢町 京町堀２丁目 道頓堀湊町 道頓堀九郎右衛門町 北堀江１丁目 道修町３丁目

宛先 忠兵衛 らく 垣外番 道頓堀太郎助 天王寺久四郎 鳶田年寄下庄次郎并同
人弟子仁助２人へ

内訳 ４人合持 昼夜33人持壱分 半丁持

布施米 ２貫300 848文 月0.23升、６貫文 借家32～12文毎月 0.9斗

１年布施 ２貫300 ７貫200文 65貫文 ５貫文 38貫700文紋日集め高
を含む

６貫900 51貫600 １石８斗・卅貫文借家
中

番銭 ３貫文 月４貫文 ５貫文 月１貫500（年18貫） 月１貫500（年18貫） 68貫400文両人分 72貫文、家持中 町人夜番賃３貫500文
毎月、若き者同額

町人年額３貫600～１

貫20文、借家人年額１

貫200～600文

年額19貫200文（月１

貫600文）
30貫夜番賃は除く、外
に夜番その他の召仕で
若き者へ98貫文

吉凶物 500文、吉凶合わせ内
948文支配人へ、500文
伊助へ

200文 月500文 500文 多少あり取決難い

節季候 0.04、748文 0.06、１貫500文 0.6斗 0.6 0.25升、２貫文、丁内
太郎助・若き者両人
へ、家持５合～１升表
借家１合～５合裏借家
24文～50文

0.28升、２貫500 大黒舞に同じ 米１石、家持白米４升、
大黒舞分含む、米８

斗・銭20貫文借家白米
２升

町人米１升～５合、借
家人銭48～16文、12月

0.15升・６貫500 大黒合わせ町人0.12～
５合借家人0,06～銭
100文

71貫600文、大黒・鳥
追い・その他奉加物を
含む

大黒舞 0.04、748文 0.06、１貫500文 0.6斗 0.6 節季候に同じ 節季候に同じ ５貫文、0.4斗両人へ 節季候に同じ 0.15、６貫500

祝餅　 0.03升、１貫 １貫500文、１貫文 １貫600匁目方 ４貫匁目方、300文、
両人へ

５貫匁両人分 １貫500匁、家持・借
家

祝餅・鏡餅、町人２合
～銭72文借家人48～16

文12月

目方４貫文、銭300文

綱貫奉加 500文 ８貫文 ８貫文 ５貫800 ３貫文 ４貫500 20貫文家持・借家中 町人200～100文、借家
人48～16文10月

５貫文10月

毎日飯料

紋日銭 ３貫文 ８貫400 ４貫800 36貫文

祝儀 毎月532文 １貫600 ２貫匁 町人・借家人とも出す 祝儀６貫文不祝儀９貫
600文（昨年分）

町人・借家人とも出す ６貫400文

四ケ所札 １枚に付800文12月

四ケ所年寄米 町人２合～銭48文借家
人24～12文正月

備考 以下分類表記でない 他に鉦番賃54貫文 明治３

典拠 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 大阪市史史料22 内田87 内田87 内田87 内田87

平均・凡などを含む
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非
人
の
制
道
こ
そ
が
垣
外
・
四
ケ
所
が
担
っ
た
基
本
的
な
（
奉
行

所
︶
御
用
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
を
さ
ら
に
つ
き
詰
め
て
い
け

ば
、
発
生
史
的
に
は
奉
行
所
御
用
で
あ
る
前
に
個
別
丁
と
垣
外
と

の
、
あ
る
い
は
大
坂
三
郷
と
四
ケ
所
と
の
地
域
的
役
務
で
あ
り
、

勧
進
や
祝
儀
も
含
め
て
の
契
約
と
し
て
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
べ
て
の
出
発
点
は
そ
こ
に
あ
る

参
考
文
献

内
田
九
州
男
﹁
大
坂
四
ケ
所
の
組
織
と
収
入
﹂（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
１
１

５　

一
九
八
七
︶

菅
原
憲
二
﹁
近
世
前
期
京
都
の
非
人
﹂（『
前
近
代
京
都
の
部
落
史
』
部

落
問
題
研
究
所　

一
九
八
七
︶

松
永
友
和
﹁
大
坂
非
人
研
究
の
新
た
な
展
開
の
た
め
に
﹂（『
部
落
解
放

研
究
』
１
７
７　

二
〇
〇
七
︶

の
び
し
ょ
う
じ
『
被
差
別
民
た
ち
の
大
阪
─
近
世
前
期
編
』（
部
落
解

放
・
人
権
研
究
所　

二
〇
〇
七
︶

の
び
し
ょ
う
じ
﹁
大
坂
賤
民
法
制
の
構
造
と
特
質　

覚
書
﹂（『
部
落
解

放
研
究
』
１
８
７　

二
〇
〇
九
︶

史
資
料

以
下
刊
本
に
つ
い
て
は
典
拠
の
略
称
を
用
い
る
。﹁
悲
田
院
文
書
﹂（
悲
︶、

﹁
大
阪
の
部
落
史
﹂（
大
︶、﹁
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
﹂（
道
︶
な
ど

巻
数
と
上
下
間
は
、
下
巻
の
み
下
を
付
す
。
道
頓
堀
文
書
な
ど
は

通
し
番
号
が
な
い
の
で
ｐ
（
頁
︶
を
付
し
て
表
示
し
た
。

『
絵
入　

貧
人
太
平
記
』、
手
近
に
は
叢
書
江
戸
文
庫
31
『
浮
世
草
子

時
事
小
説
集
』（
国
書
刊
行
会　

一
九
九
四
︶
に
翻
刻
が
あ
る
。

盛
田
嘉
徳
﹁
手
覚
﹂（『
盛
田
嘉
徳
部
落
問
題
選
集
』
部
落
解
放
研
究
所

　

一
九
八
二
︶、
初
出
﹁
資
料　

番
非
人
文
書
﹂（『
部
落
解
放
』
５

　

一
九
六
九
︶

安
竹
九
五　

安
竹
貴
彦
﹁
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
Ⅰ
﹂（
大
阪
市
大

法
学
部
『
法
学
雑
誌
』
41
─
２
・
３
︶

『
大
阪
の
部
落
史
』
第
一
巻
～
補
遺
九
巻
（
同
委
員
会　

解
放
出
版
社
︶

二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
八

注（
１
︶長
吏
文
書
研
究
会
編
『
悲
田
院
長
吏
文
書
』（
部
落
解
放
・
人
権

研
究
所　

二
〇
〇
八
・
五
刊
行
︶。
関
西
学
院
大
学
法
学
部
旧
藤

木
喜
一
郎
所
蔵
に
か
か
る
天
王
寺
垣
外
長
吏
家
に
伝
来
し
た
文
書

群
一
三
〇
〇
点
の
こ
と
を
指
す
。
今
で
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

館
所
蔵
で
刊
本
に
な
っ
た
『
悲
田
院
文
書
』（
岡
本
良
一
・
内
田

九
州
男
編　

清
文
堂
出
版　

一
九
八
九
︶
二
二
〇
点
余
が
そ
の
一

部
で
あ
り
、
藤
木
が
古
書
肆
か
ら
購
入
し
た
後
に
分
離
し
た
長
吏

家
文
書
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
拙
著
〇
七
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
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（
２
︶大
阪
の
部
落
史
委
員
会
が
一
〇
年
計
画
で
全
一
〇
巻
を
編
纂
し
て

い
る
事
業
で
あ
る
。
近
世
は
一
～
三
巻
と
九
巻
補
遺
編
に
史
料
が

収
録
さ
れ
た
。
す
べ
て
新
出
史
料
で
あ
る
。
長
吏
文
書
の
う
ち
最

重
要
な
文
書
は
収
録
さ
れ
た
。

（
３
︶Ⅱ
部
収
録
の
論
考
と
初
出
年
は
次
の
通
り
。

　
　

第
四
章　

近
世
大
坂
の
非
人
と
そ
の
由
緒　

二
〇
〇
〇
年
八
月

　
　

補　

論　

一
七
世
紀
後
半
の
垣
外
仲
間　

新
稿

　
　

第
五
章　

 

近
世
大
坂
に
お
け
る
非
人
集
団
の
組
織
構
造
と
御
用　

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

　
　

補　

論　

盗
賊
捕
縛
と
垣
外
番
の
褒
賞　

新
稿

　
　

第
六
章　

非
人
の
勧
進
と
垣
外
番
株　

新
稿

　
　

補　

論　

 

三
井
文
庫
所
蔵
の
大
坂
・
非
人
関
係
史
料　

一
九
八
九

年
一
二
月

（
４
︶科
学
に
起
源
を
も
つ
が
語
り
手
に
言
葉
を
定
義
す
る
力
は
な
く
、

空
疎
ゆ
え
に
汎
用
性
を
持
ち
、
あ
る
領
域
か
ら
別
の
領
域
へ
容
易

に
移
し
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
の
領
域
で
定
義
さ
れ
た
用

語
が
い
い
加
減
な
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
一
連
の
﹁
概
念
﹂
の
こ

と
で
あ
る
（
ウ
ヴ
ェ
・
ペ
ル
ク
ゼ
ン
『
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
』

藤
原
書
店　

二
〇
〇
九
参
照
︶。
時
宜
を
得
た
根
底
批
判
も
始
ま

っ
て
い
る
。
研
究
史
無
視
（
荒
武
賢
一
朗
『
歴
史
学
研
究
』
８
３

２
︶、
社
会
的
権
力
論
（
藪
田
貫
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』

六
章
︶、
周
縁
身
分
論
（
木
下
光
生
『
部
落
史
研
究
か
ら
の
発
信
』

一
巻
所
収
論
考
︶
な
ど
。

（
５
︶但
し
用
語
に
つ
い
て
は
私
の
報
告
で
は
、
貧
人
・
非
人
と
は
四
ケ

所
仲
間
に
組
織
さ
れ
て
い
な
い
散
在
の
者
を
指
し
、
乞
食
・
垣
外

が
四
ケ
所
に
属
す
る
者
た
ち
を
指
す
（
と
く
に
一
七
世
紀
︶。
寛

文
一
〇
年
施
行
院
由
緒
書
に
つ
い
て
文
中
に
一
カ
所
を
除
い
て
貧

人
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
自
称
と
し
て
い
る
が
（
８
９
ｐ
︶
そ

れ
は
由
来
書
の
読
み
違
い
だ
ろ
う
。『
絵
入　

貧
人
太
平
記
』
の

対
比
用
法
は
明
解
で
あ
る
（
奉
行
所
で
は
乞
食
用
例
は
微
妙
︶。

そ
の
後
も
四
ケ
所
下
の
者
は
垣
外
あ
る
い
は
個
々
の
集
落
名
で
呼

ぶ
。
一
貫
し
て
非
人
と
は
散
在
の
物
乞
い
を
指
す
。
と
こ
ろ
で
問

題
の
複
雑
な
と
こ
ろ
は
札
持
ち
や
野
小
屋
住
み
の
者
、
あ
る
い
は

十
三
組
小
屋
頭
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
者
の
厳
密
な
身
分

的
・
組
織
的
地
位
で
あ
る
。
こ
れ
が
や
っ
か
い
で
文
字
通
り
境
界

的
・
周
縁
的
存
在
で
あ
り
、
奉
行
所
自
体
が
小
屋
者
と
垣
外
を
あ

え
て
区
別
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
（
安
竹
九
五
︶。
天
保
～
弘
化

大
坂
町
絵
図
に
対
す
る
四
ケ
所
の
﹁
糾
弾
闘
争
﹂
で
は
垣
外
の
立

場
は
明
確
で
非
人
は
自
ら
の
集
団
と
関
わ
り
は
な
い
と
し
て
い
る

（
大
③
109
︶。
周
知
の
と
お
り
幕
法
で
は
非
人
と
は
組
織
化
さ
れ
た

者
た
ち
を
指
し
た
。
元
文
六
（
一
七
四
一
︶
年
に
宗
門
帳
上
の
乞

食
や
新
非
人
呼
称
を
巡
っ
て
庄
屋
と
垣
外
が
交
わ
し
た
興
味
深
い

交
渉
を
み
ら
れ
た
い
（
道
２
１
５
ｐ
︶。

（
６
︶傍
証
に
過
ぎ
な
い
が
『
絵
入　

貧
人
太
平
記
』
に
は
四
ケ
所
長
吏
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の
出
自
に
つ
い
て
﹁
是
等
四
人
は
大
坂
開
闢
の
こ
の
か
た
数
代
打

続
﹂
い
た
と
い
い
、
小
説
的
誇
張
は
あ
る
と
し
て
も
昨
今
に
生
ま

れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も

市
民
・
貧
人
た
ち
の
共
有
観
念
に
な
っ
て
い
た
。

（
７
︶厳
密
に
は
身
分
に
と
も
な
う
役
負
担
と
、
特
定
身
分
が
従
事
す
る

御
用
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
役
負
担
は
昼
食
ぐ
ら

い
は
出
た
か
も
し
れ
な
い
が
基
本
は
無
賃
・
手
当
な
し
の
労
役

（
あ
る
い
は
技
術
の
結
果
と
し
て
の
物
納
︶
で
あ
り
、
御
用
は
一

定
の
賃
金
・
手
当
を
も
っ
て
勤
め
る
が
拒
否
で
き
な
い
技
術
役
と

い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
中
期
に
は
百
姓
夫
役
負
担
が
軽
減
し
た
よ

う
に
、
皮
田
・
四
ケ
所
の
役
負
担
も
、
手
当
が
と
も
な
う
形
で
御

用
化
し
か
つ
拡
大
し
た
。
中
後
期
を
お
よ
そ
の
時
代
背
景
と
し
て

い
る
た
め
、
こ
の
点
を
捨
象
し
て
い
る
。

（
８
︶あ
り
う
る
反
論
あ
る
い
は
反
証
と
し
て
旧
稿
以
来
、
四
補
の
新
稿

ま
で﹁
垣
外
番
の
役
割
が
第
一
義
的
に
非
人
制
道
﹂（
２
８
ｐ
︶﹁
本

源
的
に
は
乞
食
に
対
す
る
管
轄
﹂（
１
１
４
ｐ
︶
と
書
い
て
い
る
、

と
い
う
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
書
く
こ
と
と
、
そ
れ

が
論
の
中
核
に
座
っ
て
い
る
か
は
別
の
こ
と
、
垣
外
番
自
体
が
一

八
世
紀
も
後
半
に
入
ら
な
い
と
出
て
こ
な
い
し
、
警
吏
的
役
務
が

加
重
し
て
い
く
時
期
も
非
人
制
道
は
あ
り
、
制
道
が
四
ケ
所
本
源

だ
と
い
う
な
ら
、
五
章
は
ま
っ
た
く
別
の
構
成
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

（
９
︶十
三
組
小
屋
頭
の
存
在
と
具
体
相
を
長
吏
文
書
研
究
会
で
私
が
初

め
て
報
告
し
た
の
は
二
〇
〇
三
年
二
月
ま
で
の
例
会
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
一
部
は
『
大
阪
の
部
落
史
』
２
解
説
に
も
書
い
た
。
ま
た

こ
の
間
研
究
会
で
は
折
に
ふ
れ
て
同
趣
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い

る
。
小
野
田
一
幸
﹁
大
坂
四
ケ
所
組
織
と
十
三
組
﹂（『
部
落
解
放

研
究
』
１
７
７　

二
〇
〇
七
・
八
︶
は
私
の
報
告
し
た
内
容
以
外

何
一
つ
新
し
い
知
見
を
含
ま
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
断
り
書
き
の

な
い
完
全
な
盗
作
物
で
あ
る
。

（
10
︶『
道
』
に
よ
れ
ば
宝
暦
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
難
波
村
庄
屋

が
道
頓
堀
垣
外
と
の
間
で
交
信
す
る
文
書
の
形
式
が
根
本
的
に
変

化
す
る
。
長
吏
か
ら
庄
屋
宛
上
申
さ
れ
た
文
書
を
奥
書
・
奧
印
し

て
地
方
役
所
に
取
次
い
で
い
た
形
式
か
ら
、
庄
屋
名
に
よ
る
上
申

の
形
式
に
変
わ
る
。
領
主
と
の
関
係
で
垣
外
集
落
は
当
事
者
資
格

を
奪
わ
れ
た
と
考
え
る
。

（
11
︶慶
長
一
五（
一
六
一
〇
︶・
慶
安
五（
一
六
五
二
︶・
寛
文
一
〇（
一

六
七
〇
︶・
延
宝
三
（
一
六
七
五
︶・
天
和
四
（
一
六
八
四
︶・
元

禄
四
（
一
六
九
一
︶
年
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
の
び
〇
七　

１
１
４
ｐ
︶。

（
12
︶中
期
の
大
坂
代
官
所
の
動
向
と
悲
田
院
垣
外
な
ど
の
牢
番
役
に
つ

い
て
は
『
大
』
⑩
151
ｐ
以
下
を
参
照
。


