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佐
賀
藩
に
お
け
る
小
城
郡
支
配
に
つ
い
て

│
│
小
城
郡
代
と
の
関
連
か
ら
│
│
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は
じ
め
に

肥
前
佐
賀
藩
鍋
島
家
は
︑
前
代
の
龍
造
寺
家
を
含
め
て
︑
一
国
規
模
を
領
す
る
︑
い

わ
ゆ
る
国
持
大
名
と
し
て
中
世
か
ら
明
治
維
新
ま
で
存
続
し
た
大
名
家
で
あ
る
︒
近
世

を
通
し
て
国
持
大
名
は
︑
幕
府
か
ら
御
三
家
に
次
ぐ
高
い
格
式
を
与
え
ら
れ
て
お
り
︑

例
え
ば
参
勤
交
代
と
し
て
江
戸
へ
到
着
し
た
時
に
は
幕
府
か
ら
使
者
と
し
て
老
中
が
派

遣
さ
れ
た
り
︑
嫡
子
の
初
任
官
位
が
従
四
位
下
侍
従
も
し
く
は
従
四
位
下
︵
四
品
︶
で

あ
る
こ
と
な
ど
︑
諸
大
名
家
に
較
べ
て
高
い
家
格
が
与
え
ら
れ
て
い

(１
)

た
︒
そ
れ
で
は
︑

領
主
と
し
て
の
国
持
大
名
は
︑
他
の
大
名
と
ど
の
よ
う
な
点
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
国
持
大
名
と
一
万
石
の
大
名
は
領
主
と
し
て
全
く
同
じ
権
能
を
有
す
る
領
主
で
あ

り
同
質
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
早
急
に
出
す

こ
と
は
難
し
い
が
︑
国
持
大
名
の
領
国
形
態
を
見
た
場
合
︑
村
と
い
う
社
会
単
位
か
ら

複
数
の
郡
か
ら
形
成
さ
れ
︑
一
国
︑
も
し
く
は
同
規
模
の
所
領
を
支
配
し
て
お
り
︑
所

領
の
ほ
と
ん
ど
が
ま
と
ま
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒
こ
の
点

が
︑
分
散
的
な
領
国
形
態
を
取
り
︑
時
に
一
郡
を
も
支
配
し
て
い
な
い
か
︑
も
し
く
は

一
郡
程
度
の
規
模
を
も
っ
て
所
領
を
構
成
す
る
中
小
大
名
と
異
な
る
点
で
あ
る
︒
さ
ら

に
︑
国
持
大
名
の
多
く
は
︑
一
万
石
以
上
の
所
領
を
持
つ
︑
い
わ
ゆ
る
大
身
家
臣
の
知

行
地
を
も
包
摂
し
て
領
国
が
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
存
在
も
考
慮
し
な
が
ら
︑

そ
の
領
国
支
配
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
国
持
大
名
家
に
お
け
る
領
主

支
配
の
特
質
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
︒

右
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
︑
本
稿
で
は
︑
佐
賀
藩
鍋
島
家
の
所
領
支
配
に
お
い

て
︑
一
郡
単
位
の
広
域
行
政
を
担
っ
た
郡
代
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
み
た
い
︒
郡
代

に
つ
い
て
は
︑
小
宮
睦
之
氏
に
よ
り
︑﹁
郡
代
は
本
藩
が
領
内
全
体
の
支
配
者
と
し
て
の

立
場
を
郡
代
を
通
じ
て
示
す
た
め
に
設
け
た
も
の
﹂
で
あ
り
︑
佐
賀
藩
の
広
域
行
政
を

担
当
す
る
職
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

(２
)

る
︒
そ
れ
か
ら
蔵
入
地
を
管
理
す
る
代
官

職
と
の
関
連
性
か
ら
検
討
を
行
っ
た
高
野
信
治
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
あ

(３
)

る
︒
高
野

氏
に
よ
れ
ば
郡
代
は
近
世
初
頭
の
鍋
島
一
門
の
創
出
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
っ
た
︒
郡
代
職
を
担
っ
た
の
は
佐
賀
藩
の
身
分
格
式
で
い
う
と
三
家
・
親

類
・
親
類
同
格
な
ど
の
大
身
家
臣
で
あ
っ
た
が
︑
よ
り
本
質
的
に
は
彼
ら
は
自
身
の
知

行
地
を
支
配
す
る
独
自
性
の
強
い
家
臣
で
あ
り
︑﹁
郡
代
支
配
︵
公
的
支
配
︶
は
大
身
家

臣
の
割
拠
性
︵
私
的
支
配
︶
を
前
提
と
し
て
展
開
し
て

(４
)

い
｣
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
鍋
島

家
で
は
︑
こ
れ
ら
大
身
家
臣
の
知
行
権
に
依
存
す
る
こ
と
で
領
内
支
配
体
制
を
貫
徹
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
国
持
大
名
で
あ
る
鍋
島
家
の
領

国
形
態
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
が
︑
若
干
の
疑
問
も
出
て
く
る
︒

そ
れ
は
︑
国
持
大
名
の
領
国
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
郡
代
支
配
＝
大
名
鍋
島
家
に
よ
る

領
国
支
配
と
大
身
家
臣
の
割
拠
性
＝
知
行
地
支
配
を
考
え
た
場
合
︑
両
者
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
関
連
し
な
が
ら
一
郡
の
支
配
が
実
現
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
︒
さ
ら
に
︑
郡
代
支
配
が
大
身
家
臣
の
割
拠
性
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
一

郡
内
に
大
身
家
臣
が
複
数
存
在
し
て
い
る
場
合
︑
郡
代
支
配
と
知
行
地
支
配
に
は
矛
盾

が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
郡
代
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
佐
賀
藩
の
領
域
支
配
︑
と
り
わ
け
郡
代
に
関
し
て
は
︑
定
役
と
秋
役
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
定
役
と
は
︑
三
家
と
呼
ば
れ
た
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島

各
鍋
島
家
と
諫
早
家
の
み
が
就
任
し
当
主
代
々
が
同
じ
郡
の
郡
代
職
に
就
任
す
る
も
の

で
あ
り
︑
秋
役
は
旧
主
龍
造
寺
系
大
身
家
臣
で
あ
っ
た
多
久
・
武
雄
鍋
島
・
須
古
鍋
島
・

久
保
田
村
田
家
や
白
石
鍋
島
家
・
神
代
家
が
︑
自
身
の
知
行
地
と
は
異
な
る
郡
の
郡
代

に
︑
毎
年
秋
に
交
代
で
就
任
す
る
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
郡
代
で
あ
っ
て
も
︑
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の
か
︒
こ
の
差
異
に
つ
い
て
︑
高
野
氏
は
︑
定
役
制
は
家
格
と

各
郡
に
お
け
る
大
配

(５
)

分
と
し
て
の
比
較
的
一
円
支
配
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
︑
例
え
ば
︑
龍
造
寺
系
大
身
家
臣
で
あ
っ
た
諫
早
家
以
外
の

多
久
家
や
武
雄
鍋
島
家
な
ど
が
自
身
の
知
行
地
に
お
い
て
定
役
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由

や
︑
こ
れ
ら
の
知
行
地
支
配
と
郡
代
支
配
の
在
り
方
に
つ
い
て
な
ど
︑
必
ず
し
も
踏
み

込
ん
だ
議
論
を
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
郡
代
と
定
役
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑

郡
代
支
配
の
在
り
方
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
大
配
分
領
主
に
よ
る
支

配
と
の
関
連
性
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
︑
鍋
島
家
の
分
家
大
名
で
あ
る
小
城
鍋
島
家

︵
七
万
三
千
石
︶
が
就
任
し
た
小
城
郡
代
の
機
能
と
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
行

い
た
い
︒
小
城
郡
︑
お
よ
び
小
城
鍋
島
家
を
取
り
上
げ
る
の
は
︑
小
城
郡
に
は
︑
小
城

鍋
島
家
の
知
行
地
の
大
部
分
が
あ
っ
た
他
︑
多
久
家
︵
二
万
一
千
六
百
石
︶
と
い
う
大

身
家
臣
の
知
行
地
も
あ
り
︑
両
家
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
領
主
支
配
を
展
開
し
て
い
た
︒

こ
う
し
た
郡
内
の
状
況
か
ら
︑
郡
代
支
配
と
領
主
支
配
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た

の
か
︑
ま
た
両
家
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
な
が
ら
小
城
一
郡
の
支

配
が
実
現
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
定
役
で
あ
っ
た
小
城
郡
は
格
好
の
素

材
に
な
る
と
考
え
て
い
る
︒

第
一
章

小
城
郡
と
郡
代
職

⑴

小
城
郡
の
概
要
と
領
主

肥
前
国
小
城
郡
は
︑
鍋
島
家
の
本
拠
地
佐
賀
城
の
あ
っ
た
佐
賀
郡
の
西
方
に
位
置

し
︑
嘉
瀬
川
を
は
さ
ん
で
接
し
て
い
る
︒
小
城
郡
は
︑
杵
島
・
藤
津
・
松
浦
・
高
木
各

郡
と
と
も
に
﹁
西
目
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
︑
佐
賀
・
神
埼
・
三
根
・
養
父
・
基
肄

各
郡
は
﹁
東
目
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
小
城
郡
は
穀
倉
地
帯
と
し
て
の
佐
賀
平
野
の
一
角
を

占
め
て
お
り
︑
北
部
は
︑
山
内
と
呼
ば
れ
た
小
城
・
佐
賀
・
神
埼
各
郡
に
ま
た
が
る
山

間
部
で
あ
り
︑
無
津
呂
番
所
が
置
か
れ
︑
筑
前
国
黒
田
家
領
と
接
し
て
い
る
︒
南
部
の

芦
刈
地
方
は
平
野
部
が
多
く
有
明
海
に
面
し
て
い
る
︒
西
部
は
︑
平
野
部
と
山
間
部
か

ら
な
り
杵
島
郡
と
接
し
て
い
る
︒
西
北
部
に
あ
た
る
小
侍
村
に
は
番
所
が
置
か
れ
︑
唐

津
藩
︵
文
化
一
四
年
に
厳
木
・
大
川
野
な
ど
四
四
ヶ
村
一
万
石
が
上
知
と
な
り
天
領
と

な
る
︶
と
境
を
接
し
て
い
た
︒
郡
内
の
東
西
に
は
︑
長
崎
街
道
が
通
っ
て
お
り
︑
牛
津

宿
に
本
陣
が
置
か
れ
て
い
た
︒

中
世
以
来
︑
小
城
郡
一
帯
の
領
主
で
あ
っ
た
の
が
︑
元
寇
の
た
め
下
総
国
か
ら
九
州

下
向
を
命
じ
ら
れ
た
千
葉
氏
で
あ
り
︑
戦
国
期
に
は
佐
賀
郡
や
杵
島
郡
に
ま
で
勢
力
を

伸
ば
し
た
が
︑
家
督
争
い
か
ら
東
西
千
葉
氏
に
分
裂
し
︑
さ
ら
に
佐
賀
の
龍
造
寺
隆
信

の
伸
張
に
よ
り
衰
退
し
て
い
っ
た
︒
天
正
一
八
︵
一
五
九
〇
︶
年
一
月
付
︑
秀
吉
か
ら

龍
造
寺
高
房
宛
の
朱
印
状

(６
)

に
よ
れ
ば
︑
高
房
の
京
で
の
賄
料
や
そ
の
父
政
家
の
隠
居
料

な
ど
と
し
て
︑
佐
賀
郡
八
万
七
千
石
と
と
も
に
小
城
郡
四
万
七
二
○
○
石
が
計
上
さ
れ

佐賀藩における小城郡支配について
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て
い
る
︒
こ
の
小
城
郡
を
近
世
に
お
い
て
治
め
た
大
配
分
領
主
が
︑
小
城
鍋
島
家
と
多

久
家
で
あ
る
︒

小
城
鍋
島
家
は
︑
鍋
島
家
の
当
主
勝
茂
の
庶
長
子
元
茂
が
︑
元
和
三
︵
一
六
一
七
︶

年
四
月
五
日
︑
隠
居
し
て
い
た
祖
父
直
茂
の
隠
居
料
で
あ
っ
た
定
米
一
万
三
六
三
石
三

斗
を
相
続
し
た
こ
と
に
始
ま

(７
)

る
︒
当
初
相
続
し
た
所
領
は
︑
佐
賀
郡
本
庄
︑
同
多
布
施
︑

同
藤
木
︑
同
六
角
村
︑
同
郷
司
︑
同
小
田
村
︑
小
城
郡
乙
柳
︑
同
西
川
︑
神
埼
郡
蒲
田

江
︑
同
佐
賀
山
と
い
う
よ
う
に
︑
佐
賀
・
小
城
・
神
埼
の
三
郡
に
分
散
し
て
い
た
︒
同

年
一
二
月
に
は
勝
茂
よ
り
︑
小
城
郡
芦
刈
︑
杵
島
郡
佐
留
志
︑
同
山
口
︑
同
大
町
︑
同

山
代
の
所
領
定
米
一
万
一
八
石
余
を
加
増
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
直
茂
の
妻
で
元
茂
に

と
っ
て
は
祖
母
に
あ
た
る
陽
泰
院
の
所
領
も
相
続
し
て
︑
寛
永
一
九
︵
一
六
四
二
︶
年

に
は
︑
定
米
二
万
九
三
○
一
石
と
な
り
︑
こ
れ
を
四
ッ
成
に
す
る
と
︑
七
万
三
二
五
二

石
五
斗
と
な

(８
)

る
︒
元
茂
の
所
領
形
態
は
分
与
さ
れ
た
直
後
は
分
散
的
知
行
で
あ
っ
た

が
︑
の
ち
に
元
茂
の
希
望
も
あ

(
９
)

り
︑
佐
賀
・
神
埼
・
杵
島
各
郡
内
の
所
領
が
小
城
郡
内

に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
︑
小
城
鍋
島
家
領
が
形
成
さ
れ
た
︒
同
家
の
所
領
は
︑
小
城

郡
の
他
︑
佐
賀
郡
佐
保
川
島
郷
地
米
三
六
○
三
石
一
斗
四
升
九
合
︑
同
郡
新
庄
郷
同
三

石
五
斗
五
升
六
合
︑
松
浦
郡
山
代
郷
同
一
九
九
五
石
一
斗
が
あ

(

)
り
︑
小
城
郡
以
外
に
も

10

知
行
地
を
有
し
て
い
た
︒

一
方
︑
中
世
に
お
け
る
小
城
郡
西
部
で
は
︑
鎌
倉
御
家
人
多
久
宗
直
を
祖
と
す
る
多

久
氏
︵
前
多
久
︶
が
梶
峯
城
を
本
拠
地
と
し
て
勢
力
を
保
っ
て
い
た
が
︑
天
正
一
○
年
︑

隆
信
に
よ
っ
て
同
城
が
攻
め
落
と
さ
れ
事
実
上
滅
亡
し
た
︒
こ
の
後
に
多
久
を
治
め
た

の
が
︑
隆
信
の
弟
龍
造
寺
長
信
で
あ
り
︑
慶
長
期
に
子
安
順
が
龍
造
寺
姓
を
多
久
姓
に

改
め
︵
後
多
久
︶︑
幕
末
に
至
る
ま
で
多
久
領
を
治
め
て
い
る
︒
長
信
時
代
の
領
地
は
︑

小
城
郡
の
他
︑
八
戸
︑
焼
米
な
ど
佐
賀
郡
︑
杵
島
郡
に
ま
で
及
ん
で
い
た
が
︑
慶
長
一

六
︵
一
六
一
一
︶
年
︑
元
和
七
年
の
三
部
上
知
に
よ
っ
て
︑
小
城
郡
の
他
は
多
久
領
に

接
す
る
杵
島
郡
横
辺
田
郷
の
一
部
の
み
を
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

小
城
郡
は
︑
幕
府
領
や
他
藩
領
は
無
く
︑
鍋
島
家
に
よ
る
一
郡
支
配
が
実
現
し
て
い

た
が
︑
郡
内
の
大
部
分
は
小
城
鍋
島
家
領
と
多
久
家
領
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ

し
小
城
郡
内
に
は
︑
小
規
模
な
が
ら
も
本
家
家
臣
の
知
行
地
も
存
在
し
て
い
た
︒
こ
れ

を
あ
ら
わ
し
た
の
が
︻
表
１
︼
で
あ
る
︒
本
表
は
︑
幕
末
ま
で
地
方
知
行
が
存
続
し
た

佐
賀
藩
に
お
い
て
︑
最
大
の
物
成
高
で
あ
っ
た
小
城
鍋
島
家
以
下
︑
物
成
四
石
二
斗
の

柳
川
半
兵
衛
ま
で
の
給
人
の
石
高
と
知
行
地
を
記
し
た
﹁
大
小
配
分
石
高
帳
﹂︵﹁
鍋
島

文
庫
﹂
鍋
島
報
效
会
所
蔵
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
︑
以
下
﹁
鍋
島
﹂
と
す
る
︶
か
ら

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
小
城
郡
内
に
お
い
て
︑
小
城
鍋
島
家
︑
多
久
家
以
外
で
最
大

野 口 朋 隆
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芦刈村鍋島(神代）弾馬

村 名氏 名

493石５斗９升７合

知行高（地米） 本人物成高

4,000石

270石

200石

50石

表１ 小城郡内における本家家臣の知行地

97石

102石７斗３升８合

５石８斗５升５合

206石６斗９合

二俣ヶ里

久留間村倉永庄兵衛

砥川村竹田文右衛門

黒原村千葉頼母

上砥川村

練ヶ里

1,700石

西郷 久須ヶ里 241石６斗

北郷

三日月郷

戸川郷

晴気郷

芦刈郷

郷 名

24石２斗６升

15石７斗４升

(計200石２升)

濱中ヶ里 736石９斗８升４合

(計1,437石１斗９升)

鍋島（太田）播磨 五百町郷 高原ヶ里 223石５斗７合

成富兵庫 戸川郷

池上ヶ里

砥川村

81石７斗２升１合

(計546石８斗２升８合)

194石１斗６升５合 600石

(計75石３升１合)

松崎寛之允 戸川郷 砥川村 30石 180石

福地助之允 西郷 牛尾村 １石 100石

(計139石９斗１合)

中島忠右衛門 戸川郷 砥川村 59石４升７合 180石

下砥川村 15石９斗８升４合

75石５斗

宮崎徳一郎 北郷 横町村 61石８斗７升８合 61石８斗７升８合

上砥川村 27石１斗３升９合

下砥川村 15石７斗６升２合

５石９合 90石

松村文耕 戸川郷 砥川村 20石 80石

中野忠太夫 戸川郷 砥川村 30石 75石

青木八郎兵衛 戸川郷 砥川村 75石５斗

下砥川村 30石 45石

晴気作一郎 晴気郷 晴気村 １石３斗３升２合 45石

石井九郎右衛門 戸川郷 上砥川村 10石 100石

百武善右衛門 戸川郷 砥川村

「大小配分石高帳」（「鍋島」）より作成

(計40石)

横田長右衛門 戸川郷



の
領
主
で
あ
っ
た
の
が
︑
鍋
島
家
の
身
分
格
式
で
︑
三
家
に
次
ぐ
格
式
で
あ
っ
た
親
類

格
の
一
つ
神
代
家
︵
一
万
一
六
六
二
石
余
︶
で
あ
り
︑
芦
刈
郷
芦
刈
村
な
ど
三
ヶ
村
で

七
三
六
石
九
斗
八
升
四
合
を
領
し
て
お
り
︑
同
地
に
は
﹁
小
路
﹂
と
呼
ば
れ
る
神
代
家

の
屋
敷
地
跡
も
残
っ
て
い
る
︒
次
い
で
︑
親
類
︱
親
類
同
格
に
次
ぐ
格
式
の
家
老
格
で

あ
っ
た
太
田
鍋
島
家
︵
五
千
石
︶
が
五
百
町
郷
高
原
ヶ
里
や
西
郷
久
須
ヶ
里
な
ど
三
ヶ

村
で
五
四
六
石
八
斗
二
升
八
合
を
領
し
て
い
る
︒
こ
の
他
︑
百
石
以
上
で
は
︑
成
富
兵

庫
︑
千
葉
頼
母
︑
竹
田
文
右
衛
門
と
な
っ
て
い
る
︒
あ
と
は
小
規
模
の
知
行
地
が
砥
川

村
に
集
中
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
︒
天
保
九
︵
一
八
三
八
︶
年
の
段
階
で
は
︑
上
下
各

砥
川
村
に
は
合
わ
せ
て
地
米
一
三
七
九
石
二
斗
四
升
九
合
の
佐
賀
藩
蔵
入
地
も
設
定
さ

れ
て
い

(

)
る
︒
こ
の
砥
川
村
は
︑
小
城
郡
に
属
す
る
も
の
の
杵
島
郡
と
も
接
し
て
お
り
︑

11

﹁
惣
而
戸
川
村
之
義
ハ
︑
小
城
郡
内
ニ
而
候
而
も
︑
万
之
支
配
杵
島
郡
よ
り
被
仕
儀
ニ

(

)
候
﹂
と
い
う
地
域
で
あ
っ
た
︒

12

小
城
郡
全
体
と
し
て
は
︑
小
城
鍋
島
家
と
多
久
家
と
い
う
両
大
配
分
領
主
に
よ
る
一

円
的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
地
域
構
造
と
し
て
の
特
徴
が
あ
り
︑
本
家
家
臣

︵
給
人
︶
の
知
行
地
が
多
く
設
定
さ
れ
て
い
た
佐
賀
郡
や
神
埼
郡
な
ど
の
肥
前
国
西
部

と
は
異
な
る
知
行
地
分
布
の
状
況
が
あ
っ
た
︒

⑵

小
城
郡
代

佐
賀
藩
主
か
ら
任
命
さ
れ
る
郡
代
に
は
︑
三
家
︑
親
類
︑
親
類
同
格
の
各
当
主
が
就

任
す
る
訳
だ
が
︑
実
際
の
実
務
を
担
当
す
る
の
は
︑
そ
の
家
臣
達
で
あ
り
︑
佐
賀
藩
主

か
ら
す
る
と
陪
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
小
城
郡
で
は
︑
こ
れ
ら
の
職
務
を
も
﹁
郡
代
﹂

と
呼
ん
で
い
た
他
︑﹁
郡
奉
行
﹂
や
﹁
郡
方
頭
人
﹂
な
ど
と
も
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
史
料

上
確
認
出
来
る
︒
例
え
ば
︑
小
城
鍋
島
家
領
の
刑
罰
に
関
し
て
記
さ
れ
た
﹁
罰
帳
﹂

︵﹁
小
城
鍋
島
文
庫
﹂
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
︑
以
下
﹁
小
城
鍋
島
﹂
と
略
称
す
る
︶

に
お
い
て
︑
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
︶
五
月
一
四
日
か
ら
同
九
年
六
月
七
日
ま
で
﹁
郡

奉
行
﹂
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
牟
田
市
郎
兵
衛
を
見
て
み
る
と
︑
江

里
ヶ
里
貞
右
衛
門
が
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
際
︑
元
禄
八
年
三
月
二
五
日
に
は
﹁
郡
奉

行
﹂
と
い
う
肩
書
き
で
判
決
を
申
し
渡
し
て
お
り
︑
一
方
︑
晴
気
下
山
留
庄
兵
衛
の
窃

盗
に
対
し
て
小
城
郡
及
び
私
領
払
い
を
申
し
渡
し
た
同
年
八
月
二
四
日
に
は
﹁
郡
代
﹂

と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
郡
代
﹂
と
﹁
郡
奉
行
﹂
は
同
じ
役
職
名
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

次
に
︑
元
禄
期
か
ら
延
享
期
ま
で
に
お
い
て
︑
小
城
鍋
島
家
の
中
で
郡
代
に
は
ど
の

よ
う
な
家
臣
が
就
任
し
た
の
か
︑
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
拾
い
上
げ
た
の
が
︻
表
２
︼

で
あ
る
︒
抽
出
し
た
の
は
︑
一
部
の
就
任
者
と
時
代
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
応
の

目
安
と
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
︒
現
在
︑
小
城
郡
の
郡
代
と
し
て
最
も
早
い
時
期

の
就
任
が
確
認
出
来
る
の
は
︑
一
七
世
紀
前
半
に
郡
代
と
な
っ
て
い
た
鍋
島
︵
倉
町
︶

市
正
直
広
で
あ

(

)
る
︒
直
広
は
︑
本
来
︑
本
家
の
家
臣
で
あ
り
︑
父
貞
村
の
代
か
ら
小
城

13

鍋
島
家
へ
附
家
老
と
し
て
付
属
し
て
い
た
︒
成
立
当
初
の
小
城
鍋
島
家
で
は
︑
当
主
元

茂
が
江
戸
詰
を
行
っ
て
い
る
た
め
︑
国
許
に
お
け
る
家
政
は
︑
直
茂
の
側
近
で
同
じ
く

本
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
鍋
島
生
三
︵
道
虎
︶
が
担
っ
て
い
た
が
︑
元
和
四
年
に
貞
村
が

付
属
さ
れ
て
以
降
︑
順
次
︑
生
三
の
職
務
を
貞
村
が
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
近
世

初
頭
に
お
け
る
小
城
郡
代
・
郡
奉
行
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
︑
史
料
上
不
明
な
点
が
多

い
が
︑
郡
代
に
つ
い
て
は
︑
鍋
島
一
門
領
の
形
成
と
郡
代
職
の
成
立
が
密
接
に
関
連
し

て
い
る
と
す
る
高
野
氏
の
指
摘
に
よ
れ

(

)
ば
︑
郡
奉
行
職
に
つ
い
て
も
生
三
が
関
与
し
て

14

い
た
可
能
性
が
高
い
︒
も
っ
と
も
︑
生
三
や
直
広
の
附
家
老
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
︑
彼
ら
が
担
っ
た
役
職
名
が
﹁
郡
奉
行
﹂
と
い
う
吏
僚
的
な
名
称
で
は
無
か
っ
た
で

あ
ろ
う
︒﹁
郡
奉
行
﹂
と
い
う
用
語
の
初
見
は
︑
元
茂
の
子
直
能
が
延
宝
三
︵
一
六
七

五
︶
年
四
月
一
九
日
に
定
め
た
﹁
郡
奉
行
掟
﹂︵﹁
小
城
﹂︶
で
あ
る
︒
小
城
鍋
島
家
へ
の

佐賀藩における小城郡支配について

野 口 朋 隆
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附
家
老
制
は
︑
万
治
三
年
二
月
の
直
広

の
死
去
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
が
︑
こ

れ
と
と
も
に
︑
小
城
鍋
島
家
で
は
︑
本

家
の
介
入
を
受
け
な
い
独
自
の
家
政
運

営
が
始
ま
っ
て
お
り
︑﹁
郡
奉
行
﹂
も
小

城
鍋
島
家
の
家
臣
が
就
任
す
る
こ
と
で

発
生
し
た
名
称
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑︻
表
２
︼
に
戻
る
が
︑
附
家
老

で
あ
っ
た
直
広
を
除
き
︑
郡
代
に
就
任

し
た
家
臣
の
石
高
を
見
て
み
る
と
︑
最

高
は
今
泉
惣
左
衛
門
の
九
七
石
か
ら
︑

最
低
は
嬉
野
善
右
衛
門
の
四
○
石
と

な
っ
て
い
る
︒
全
体
と
し
て
は
︑
物
成

高
に
お
い
て
︑
そ
れ
ほ
ど
高
低
差
が
な

い
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
の
物

成
高
は
小
城
鍋
島
家
で
は
上
級
家
臣
と

言
え
る
︒
郡
代
就
任
者
は
松
崎
十
右
衛

門
と
高
木
忠
右
衛
門
を
除
く
と
︑
全
て

藩
主
直
属
の
馬
廻
り
に
属
し
て
お

(

)
り
︑
郡
代
が
重
要
な
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

15

る
︒
宝
永
期
に
直
能
の
子
元
武
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
﹁
御
格
式
帳
﹂︵﹁
小
城
﹂︶
で
は
︑

役
職
上
の
格
式
と
し
て
︑
大
目
付
・
用
人
・
蔵
方
頭
人
に
次
ぎ
︑
家
老
の
も
と
で
藩
政

を
担
当
す
る
相
談
人
と
同
じ
格
式
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

宝
永
六
︵
一
七
〇
九
︶
年
五
月
二
四
日
に
小
城
鍋
島
家
の
当
主
鍋
島
元
武
が
作
成
し

た
﹁
郡
奉
行
勤
方
格
式
﹂︵﹁
松
田
家
文
書
﹂
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
︶
に
よ
れ
ば
︑
郡

代
は
新
た
に
就
任
す
る
と
︑﹁
郡
代
相
代
候
節
︑
新
役
之
者
誓
紙
仕
候
︑
尤
佐
嘉
本
丸
江

も
罷
出
致
誓
紙
候
事
﹂
と
あ
り
︑
小
城
鍋
島
家
と
佐
賀
本
家
の
両
方
へ
誓
紙
を
提
出
す

る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
小
城
鍋
島
家
の
家
臣
の
場
合
で
あ

る
︒
誓
紙
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑﹁
郡
奉
行
勤
方
格
式
﹂
に
前
書
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お

り
︑﹁
奉
対
御
家
如
何
様
之
儀
御
座
候
共
︑
聊
迷
惑
を
奉
存
間
敷
候
事
﹂
以
下
︑﹁
御
密

用
并
諸
御
僉
儀
事
︑
未
御
決
定
仰
出
無
御
座
前
﹂
も
親
兄
弟
へ
口
外
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
な
ど
︑
全
六
箇
条
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
誓
紙
を
両
藩
へ
提
出
す
る
の
は
︑

郡
代
が
小
城
鍋
島
家
の
家
臣
で
あ
る
と
と
も
に
︑
佐
賀
藩
の
指
揮
命
令
を
受
け
る
役
職

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲
に
つ
い
て
は
︑﹁
郡
奉
行
勤
方
格
式
﹂
を
見
て
み
る
と
︑﹁
東

ハ
川
上
大
川
限
加
瀬
橋
往
還
筋
ゟ
上
︑
但
二
双
井
樋
よ
り
南
芦
ヶ
里
中
﹂
︑﹁
北
ハ
唐

津
・
筑
前
境
限
﹂︑﹁
牛
津
往
還
筋
東
西
境
﹂︑﹁
西
ハ
多
久
之
内
女
山
・
小
侍
限
﹂
と
な
っ

て
い
る
︒
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
ま
ず
東
側
が
︑
川
上
・
大
川
限
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
地
域
は
︑
佐
賀
郡
佐
保
川
島
郷
に
属
す
る
東
山
田
村
や
今
山
村
が

含
ま
れ
て
お
り
︑
小
城
鍋
島
家
の
知
行
地
で
あ
っ
た
︒
小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲
は
小
城

鍋
島
家
の
知
行
地
が
存
在
す
る
佐
賀
郡
の
一
部
を
含
ん
で
お
り
︑
同
家
の
支
配
地
域
と

重
な
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
小
城
鍋
島
家
は
小
城
郡
と
は
離
れ
た
松
浦

郡
山
代
な
ど
に
飛
び
地
を
持
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲
で
は
な

い
︒
な
お
︑
山
代
郷
に
つ
い
て
は
︑﹁
政
務
格
式
﹂
を
見
て
み
る
と
︑
例
え
ば
郡
代
の
職

務
で
あ
る
領
内
へ
不
審
者
が
進
入
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
︑
小
城
藩
の
役
職
で

あ
る
山
代
心
遣
役
が
担
っ
て
い
る
︒

一
方
︑
西
側
に
つ
い
て
は
︑
小
城
郡
内
に
お
け
る
多
久
家
領
で
あ
っ
た
女
山
・
小
侍

限
り
と
な
っ
て
お
り
︑
杵
島
郡
の
多
久
領
に
つ
い
て
は
管
轄
範
囲
外
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲
は
︑
小
城
郡
全
体
と
小
城
郡
と
地
続
き
で
あ
っ
た
小
城
鍋

野 口 朋 隆
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物成75石松崎十右衛門

石 高氏 名

貞享３年11月15日〜元禄元年８月16日

就任が確認される年月日 典拠史料

「罰帳」「御褒美帳」一

「罰帳」二

「罰帳」三

「御褒美帳」二

表２ 元禄〜延享期、小城郡代就任者

元禄３年６月22日

物成55石西村安右衛門

物成97石今泉惣左衛門

物成65石野口久弥

「罰帳」二

延享３年７月21日

享保17年２月25日

牟田市郎兵衛 不明 元禄６年５月14日〜元禄９年６月７日 「罰帳」二

東島市郎右衛門 不明 元禄10年２月６日 「罰帳」二

東島杢左衛門 物成80石 元禄11年７月13日

「御褒美帳」一

高木忠右衛門 物成50石 享保11年９月22日 「罰帳」三

嬉野善右衛門 物成40石 宝永４年２月13日 「罰帳」二

遠岳源右衛門 物成77石 宝永７年閏８月27日 「罰帳」三

遠岳源右衛門 物成77石 享保２年３月10日

典拠史料は全て「小城鍋島」、石高は「小城着到」（佐賀県立図書館所蔵）、「従日峯様御代侍由緒」（「小城鍋島」）に拠った



島
家
領
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
か
ら
︑
郡
代
は
︑
秋
役
の
場
合
︑
毎
年
秋
九
月
の
役
替
時
と
︑
佐
賀
藩
主
が
家

督
相
続
し
た
際
に
︑
郡
代
の
職
務
が
記
さ
れ
た
﹁
郡
方
条
目
﹂︑
も
し
く
は
﹁
御
手
頭
﹂

を
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
定
役
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
明
和
七
︵
一
七

七
〇
︶
年
七
月
に
治
茂
が
家
督
相
続
し
た
際
︑
佐
賀
・
神
埼
両
郡
代
や
三
根
・
養
父
郡

代
な
ど
の
秋
役
に
対
し
て
は
︑
郡
代
職
へ
の
任
命
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
︑
職
務
に
か

か
わ
る
﹁
御
書
﹂
の
読
み
聞
か
せ
が
あ
っ
た
が
︑﹁
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
郡
方
之
儀
︑
定

役
ニ
付
改
而
御
達
無

(

)
之
﹂と
し
て
︑
任
命
さ
れ
る
こ
と
も
無
け
れ
ば
︑﹁
御
書
﹂
の
読
み

16

聞
か
せ
も
無
か
っ
た
︒
こ
こ
に
同
じ
定
役
で
あ
っ
た
諫
早
家
が
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由

に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
︑
毎
年
の
交
代
時
に
佐
賀
藩
主
か
ら
任
命
さ
れ
る
と
い
う

行
為
を
伴
う
秋
役
に
較
べ
︑
定
役
は
任
命
さ
れ
る
と
い
う
儀
礼
的
行
為
す
ら
な
く
︑
も

は
や
慣
習
に
近
い
形
で
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

⑶

郡
代
の
職
務

郡
代
の
職
務
に
つ
い
て
︑
ま
と
ま
っ
た
規
定
に
関
す
る
初
見
は
︑
元
和
七
年
一
○
月

一
二
日
付
勝
茂
が
作
成
し
た
﹁
郡
代
へ
﹂
が
あ
り
︑
主
な
職
務
は
︑
大
庄
屋
や
庄
屋
な

ど
へ
の
役
料
米
の
支
給
︑
走
者
や
他
所
奉
公
へ
出
た
者
の
取
り
締
ま
り
︑
井
樋
の
管
理

な
ど
と
な
っ
て
い

(

)
る
︒
ま
た
明
暦
元
︵
一
六
五
五
︶
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
佐
賀
藩
の
法

17

令
集
﹁
鳥
子
御
帳
﹂
に
お
い
て
も
郡
代
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
︑
大
庄
屋
・
庄
屋
へ
の

役
料
の
支
給
や
潮
土
井
・
水
土
井
や
宿
継
の
管
理
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い
る
︒

小
城
郡
代
に
関
し
て
は
︑
ま
ず
当
主
直
能
代
延
宝
三
年
四
月
一
九
日
付
全
一
二
ヶ
条

か
ら
な
る
﹁
郡
奉
行
掟
﹂
で
は
第
一
条
目
に
︑﹁
諸
公
役
有
之
砌
︑
不
依
自
領
・
他
領
諸

事
廉
直
ニ
可
致
仕
配
︑
郡
奉
行
順
路
ニ
申
付
き
候
而
も
大
庄
屋
共
不
直
ニ
割
付
候
得

ハ
︑
公
役
ニ
高
下
有
之
而
︑
在
々
百
姓
可
令
迷
惑
候
条
︑
聊
非
分
之
儀
無
之
様
稠
敷
可

申
付
候
︑
兼
而
亦
郡
奉
行
手
前
ニ
而
連
々
公
役
之
増
減
を
な
ら
し
︑
大
庄
屋
共
得
と
得

其
意
候
様
い
た
す
へ
き
事
﹂
と
︑
小
城
鍋
島
家
領
以
外
の
知
行
地
に
つ
い
て
も
郡
奉
行

が
公
役
︵
夫
丸
や
人
馬
役
な
ど
︶
を
差
配
し
て
大
庄
屋
へ
申
し
付
け
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
︒
郡
奉
行
＝
郡
代
が
一
郡
を
管
轄
す
る
役
職
で
あ
る
こ
と
を
示
す
条
項
で
あ

る
︒次

に
︑
直
能
の
子
元
武
代
の
﹁
郡
奉
行
勤
格
式
﹂
で
は
一
六
二
項
目
に
渡
っ
て
郡
代

の
職
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
郡
代
の
職
務
に
つ
い
て
︑
よ
り
細
分
化
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
こ
か
ら
郡
代
の
職
務
を
大
き
く
分
け
る
と
︑
①
宿
場
に
お

け
る
荷
送
り
や
長
崎
奉
行
・
諸
大
名
な
ど
の
通
行
に
際
し
て
の
応
対
な
ど
︑
幕
府
や
諸

大
名
へ
の
対
応
︑
②
本
陣
︑
及
び
長
崎
街
道
の
管
理
︑
③
郷
内
の
教
化
禁
令
︑
④
郷
村

や
領
民
の
管
理
︑
⑤
祭
礼
の
管
理
︑
⑥
酒
運
上
や
反
米
の
徴
収
︑
に
分
類
出
来
る
︒
右

の
史
料
に
よ
れ
ば
︑
郡
代
に
は
役
料
と
し
て
一
三
石
二
斗
七
升
五
合
を
蔵
方
よ
り
支
給

さ
れ
て
い
る
︒
郡
代
の
職
務
に
関
連
し
て
︑
同
史
料
に
よ
る
と
︑
例
え
ば
︑
郡
代
関
係

の
諸
経
費
は
︑
牛
津
本
町
に
お
い
て
荷
物
や
人
馬
な
ど
の
郡
継
を
行
う
上
で
か
か
っ
た

賃
金
︑
大
庄
屋
・
庄
屋
・
別
当
な
ど
へ
の
役
料
︑
堤
番
・
井
樋
番
な
ど
へ
の
役
料
︑
祇

園
会
祭
礼
や
神
社
仏
閣
へ
の
諸
経
費
に
大
別
出
来
る
が
︑
こ
れ
ら
の
内
︑
最
後
の
神
社

仏
閣
へ
の
諸
経
費
の
中
で
︑
毎
年
九
月
一
五
日
の
天
山
宮
祭
礼
に
お
い
て
佐
賀
藩
か
ら

一
○
石
の
料
米
が
支
給
さ
れ
る
以
外
︑
全
て
小
城
鍋
島
家
が
支
給
し
て
い
る
︒
こ
の
点

に
つ
い
て
︑
秋
役
で
は
︑
佐
賀
藩
と
担
当
し
た
郡
代
︵
大
配
分
領
主
︶
が
諸
経
費
を
折

半
し
て
い
た
の
に
対
し

(

)
て
︑
定
役
の
小
城
郡
代
で
は
︑
郡
代
に
か
か
る
支
出
は
ほ
と
ん

18

ど
を
小
城
鍋
島
家
で
負
担
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
小
城
鍋
島
家
の
領
主
支
配
と
郡
代

の
職
務
が
重
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
だ
け
小
城
鍋
島
家
の
知
行
地
に
対
す
る
支
配
権
が
強

い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
同
家
の
領
主
支
配
と
郡
代
の
関
係
に
つ

い
て
は
次
章
で
も
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
︒

佐賀藩における小城郡支配について

野 口 朋 隆
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第
二
章

郡
代
支
配
の
在
り
方

従
来
︑
郡
代
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
︑
佐
賀
藩
の
支
配
体
制
に
属
す
る
郡
代
と
し

て
の
職
務
と
︑
定
役
に
就
任
し
た
三
家
な
ど
が
行
っ
た
個
別
領
主
支
配
に
お
け
る
郡
代

の
職
務
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
の
違
い
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
確
に
意
識
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
以
下
︑
Ａ
佐
賀
藩
と
の
関
係
︑
Ｂ
小

城
鍋
島
家
の
知
行
地
支
配
︑
Ｃ
多
久
領
と
の
関
係
に
分
け
︑
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
︒
な
お
︑
多
久
家
は
佐
賀
藩
主
鍋
島
家
の
家
臣
︵
鍋
島
家
の
直
臣
︶
で
あ
る
か
ら
︑

Ｃ
多
久
領
と
の
関
係
は
Ａ
佐
賀
藩
と
の
関
係
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る

が
︑
こ
こ
で
は
年
貢
徴
収
権
や
刑
罰
権
な
ど
自
律
的
な
領
主
権
を
有
す
る
大
配
分
領
に

対
し
て
︑
佐
賀
・
小
城
両
藩
に
属
す
る
郡
代
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
た
め
分
け
る
こ
と
に
し
た
︒

Ａ

佐
賀
藩
の
広
域
支
配
を
担
う
︑
佐
賀
藩
の
支
配
を
補
完

先
述
し
た
如
く
︑
郡
代
は
︑
小
城
郡
内
の
長
崎
街
道
を
通
る
長
崎
奉
行
や
諸
大
名
へ

の
対
応
︑
牛
津
町
に
あ
っ
た
本
陣
の
管
理
な
ど
︑
個
別
領
主
＝
大
配
分
領
主
と
し
て
の

支
配
と
い
う
よ
り
も
︑
佐
賀
藩
の
役
職
と
し
て
広
域
支
配
を
担
っ
て
い
た
側
面
も
有
し

て
い
る
︒
次
に
佐
賀
藩
の
広
域
支
配
と
郡
代
の
支
配
の
関
係
を
示
す
事
例
と
し
て
︑
多

久
家
の
日
記
で
あ
る
﹁
御
屋
形
日
記
﹂
貞
享
三
︵
一
六
八
六
︶
年
九
月
二
二
日
の
項
を

あ
げ
る
︒

一
其
身
き
り
し
た
ん
ニ
罷
成
候
義
ハ
不
及
申
︑
御
法
度
之
義
候
条
︑
弥
相
守
其
旨
︑

何
方
ニ
而
も
き
り
し
た
ん
之
類
有
之
段
存
候
ハ
ヽ
︑
御
上
へ
可
申
上
候
︵
前
略
︶

今
日
於
三
岳
寺
︑
大
和
様
被
仰
渡
通
申
来
候
付
︑
御
領
分
小
城
郡
之
方
御
蔵
︑
其

外
小
村
よ
り
も
庄
屋
壱
人
・
村
目
付
一
人
・
咾
壱
人
・
二
人
宛
三
岳
寺
罷
出
︑
右

之
通
大
和
様
直
ニ
被
仰
渡
候
也

キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
止
に
つ
い
て
︑
家
老
で
あ
っ
た
鍋
島
︵
白
石
︶
直
堯
が
小
城
鍋
島

家
領
内
に
あ
っ
た
三
岳
寺
に
お
い
て
小
城
郡
多
久
領
の
庄
屋
な
ど
へ
直
接
に
申
し
渡
し

た
も
の
で
あ
る
が
︑
翌
々
日
の
二
四
日
に
は
︑

一
右
於
三
岳
寺
仰
渡
承
候
者
共
︑
今
日
於
川
原
小
路
︑
小
城
郡
代
松
崎
十
右
衛
門
宅

判
形
仕
候
様
ニ
と
申
来
︑
其
段
相
触
何
も
佐
賀
罷
出
候
事

と
あ
っ
て
︑
佐
賀
城
下
に
あ
っ
た
小
城
郡
代
の
屋
敷
に
て
庄
屋
達
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁

制
を
確
認
す
る
判
形
を
押
し
て
い
る
︒
多
久
家
に
対
し
て
庄
屋
達
が
判
を
押
す
よ
う
に

触
れ
た
の
が
誰
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
︑
佐
賀
藩
が
領
内
に
お
い
て
︑
幕

府
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
制
に
つ
い
て
触
れ
庄
屋
達
が
了
承
し
た
旨

を
示
す
判
形
を
小
城
郡
代
が
取
り
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
郡
代
の
職
務

は
︑
佐
賀
藩
の
領
域
支
配
を
補
完
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
︒

﹁
御
屋
形
日
記
﹂
に
は
︑
小
城
郡
代
が
佐
賀
藩
の
政
治
を
統
括
す
る
請
役
所
以
外
に

も
︑
小
物
成
方
や
往
来
切
手
の
発
行
や
人
馬
の
管
理
を
行
う
年
行
司
方
と
い
っ
た
部
局

か
ら
の
命
令
を
多
久
家
へ
伝
達
・
指
示
し
て
い
る
状
況
が
見
て
取
れ
る
︒
例
え
ば
︑
元

禄
七
年
九
月
五
日
の
条
で
は
︑
唐
津
領
平
原
村
の
清
六
が
眼
病
養
生
の
た
め
多
久
町
六

右
衛
門
の
所
で
四
○
日
滞
在
し
た
い
と
い
う
願
書
が
多
久
家
臣
大
塚
伝
右
衛
門
よ
り
小

城
郡
代
野
口
久
弥
ま
で
提
出
さ
れ
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
野
口
は
願
書
に
奥
点
合
を
し
た

上
で
年
行
司
方
へ
差
し
出
し
た
所
︑
い
っ
ぺ
ん
に
四
○
日
は
無
理
な
の
で
︑
ま
ず
三
○
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日
に
限
る
と
し
て
滞
在
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
︒
小
城
郡
内
へ
の
他
領
民
の
流

入
や
滞
在
を
許
可
す
る
こ
と
は
人
馬
を
管
理
す
る
小
城
郡
代
の
職
務
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
︑
多
久
家
で
は
直
接
年
行
司
方
へ
願
書
を
差
し
出
さ
ず
︑
郡
代
を
通
し
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
次
に
︑
元
禄
四
年
四
月
一
五
日
︑
有
田
皿
山
に
居
住
し
て
い
た
多
久
家
の
被
官

鐘
ヶ
江
孫
次
右
衛
門
が
佐
賀
藩
評
定
所
か
ら
尋
問
の
た
め
呼
び
出
さ
れ
た
際
も
小
城
郡

代
を
通
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
郷
村
に
居
住
す
る
被
官
や
百
姓
・
町
人
身
分
が
犯
罪
を
犯

し
裁
許
を
受
け
る
場
合
︑
郡
代
は
裁
許
状
を
読
み
上
げ
る
こ
と
が
職
務
の
中
に
あ
る
こ

と
か
ら
︑
評
定
所
の
命
令
伝
達
も
郡
代
が
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う

に
︑
郡
代
は
︑
請
役
所
以
外
の
佐
賀
藩
の
役
所
と
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
︑
佐

賀
藩
の
広
域
行
政
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
︒

Ｂ

小
城
鍋
島
家
の
領
主
支
配
と
小
城
郡
代

小
城
鍋
島
家
の
領
主
支
配
と
小
城
郡
代
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
︒
こ
こ
で

は
︑
郡
代
が
大
き
く
関
わ
っ
た
領
内
に
お
け
る
土
井
や
橋
の
管
理
と
い
う
側
面
か
ら
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
︑
直
能
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
﹁
郡
方
御
掟
﹂
を
見
て
み
る
と
︑﹁
我
等
領
内
潮
土

井
・
川
土
井
節
々
令
見
聞
︑
普
請
所
有
之
ハ
百
姓
考
隙
時
々
可
修
理
之
︵
後
略
︶﹂
と

あ
っ
て
︑
郡
代
の
土
井
の
管
理
・
普
請
が
﹁
我
等
領
内
｣＝
小
城
鍋
島
家
の
知
行
地
に
限

定
さ
れ
て
い
る
︒
小
城
鍋
島
家
領
水
土
井
の
管
理
は
小
城
鍋
島
家
の
領
主
支
配
の
範
囲

内
に
お
い
て
処
理
し
て
い
く
性
格
が
強
い
︒
実
際
︑﹁
日
記
﹂︵﹁
小
城
鍋
島
﹂︶
宝
永
八

年
九
月
二
○
日
の
条
に
よ
れ
ば
︑
芦
刈
搦
土
井
筋
見
分
と
し
て
︑
家
老
の
三
浦
靱
負
︑

田
尻
右
近
︑
水
町
舎
人
の
三
人
の
他
︑
蔵
方
頭
人
重
松
権
兵
衛
︑
郡
代
遠
岳
源
右
衛
門
︑

他
下
役
達
が
同
行
し
て
い
る
︒
小
城
鍋
島
家
領
内
に
お
け
る
土
井
の
管
理
は
小
城
鍋
島

家
に
よ
る
知
行
地
支
配
の
中
で
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
郡
代
も
関
与
す
る
と
い
う
形

態
で
あ
っ
た
︒

次
に
郡
代
に
よ
る
河
川
の
管
理
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒
領
内
河
川
の
水
量
や

水
道
の
管
理
は
田
畑
に
お
け
る
食
物
の
生
育
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
︑
他
領
と

の
間
で
争
論
が
起
き
た
り
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
郡
代
も
関
与
し
て
い

た
こ
と
は
︑﹁
郡
奉
行
勤
方
格
式
﹂
に
︑﹁
潮
土
井
・
水
土
井
・
水
流
令
修
理
候
儀
︑
無

油
断
可
相
調
之
︑
若
緩
之
儀
於
有
之
者
︑
郡
奉
行
可
為
無
調
法
候
事
﹂
と
規
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
︑
郡
代
は
実
際
に
現
地
へ
赴
き
破
損
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
が
任
務
で
あ
っ
た
︒
た
だ
他
領
と
の
境
で
潮
土
井
や
水
土
井
な
ど
の
破
損
が

あ
っ
て
も
︑
小
城
領
と
の
間
で
調
整
を
果
た
す
と
い
う
よ
う
な
機
能
ま
で
は
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
日
記
﹂︵﹁
小
城
鍋
島
﹂︶
正
徳
二
︵
一
七
一
二
︶
年

七
月
八
日
の
条
に
よ
る
と
︑
昨
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
り
︑
佐
保
川
島
木
島
溝
が
決
壊
し
︑

小
城
鍋
島
家
領
と
境
を
接
す
る
佐
賀
郡
久
保
田
領
が
水
損
に
て
難
儀
の
た
め
︑
久
保
田

領
主
村
田
家
の
家
老
納
富
外
記
よ
り
︑
小
城
鍋
島
家
の
家
老
犬
塚
隼
人
・
東
助
右
衛
門

宛
に
小
城
領
の
水
を
止
め
て
欲
し
い
と
す
る
旨
の
書
状
が
や
っ
て
来
た
︒
こ
の
た
め
︑

小
城
側
で
は
す
ぐ
に
止
め
る
こ
と
を
返
答
し
て
い
る
︒
村
田
家
は
︑
親
類
格
と
し
て
︑

佐
賀
郡
久
保
田
一
帯
を
支
配
す
る
龍
造
寺
本
家
を
継
承
し
て
い
た
家
で
あ
り
︑
小
城
鍋

島
家
同
様
大
配
分
領
主
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
村
田
家
か
ら
の
願
書

が
︑
郡
代
宛
で
は
な
く
︑
小
城
鍋
島
家
の
家
老
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
溝

の
決
壊
や
水
損
な
ど
緊
急
的
な
要
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
後
も

小
城
・
佐
賀
両
郡
代
の
関
与
は
見
ら
れ
な
い
︒
史
料
の
制
約
か
ら
こ
れ
以
上
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
郡
域
を
超
え
た
水
道

を
め
ぐ
る
問
題
の
処
理
が
︑
小
城
鍋
島
家
と
村
田
家
の
家
老
達
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て

お
り
︑
水
道
の
管
理
と
い
う
職
務
が
郡
代
の
規
定
に
含
ま
れ
な
が
ら
も
︑
そ
こ
で
の
処

理
解
決
の
在
り
方
は
大
配
分
の
知
行
地
支
配
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

佐賀藩における小城郡支配について
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る
︒郡

代
の
職
務
で
は
あ
っ
て
も
︑
実
際
に
は
小
城
鍋
島
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ

と
と
し
て
︑
牛
津
本
町
に
あ
っ
た
本
陣
の
管
理
が
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
﹁
郡
奉
行

勤
方
格
式
﹂
に
よ
る
と
︑
長
崎
奉
行
や
諸
大
名
が
休
泊
す
る
場
合
で
も
小
城
鍋
島
家
か

ら
本
陣
賄
方
役
︑
本
陣
取
次
役
︑
本
陣
心
遣
役
︑
蔵
方
︑
門
番
︑
掃
除
役
︑
諸
道
具
心

遣
役
な
ど
が
︑
小
城
鍋
島
家
の
身
分
格
式
で
い
う
と
こ
ろ
の
侍
・
小
頭
・
足
軽
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
役
割
を
﹁
郡
奉
行
ゟ
時
々
直
ニ
可
申
付
候
﹂
と
な
っ
て

い
る
︒

Ｃ

小
城
郡
代
と
多
久
家
領
と
の
関
係

小
城
郡
代
が
多
久
家
領
に
関
与
す
る
場
合
は
︑
砥
川
村
を
除
い
た
小
城
郡
内
の
多
久

家
領
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
郡
代
と
し
て
の
職
務
と
多
久
家
の
地
域
支
配
は
ど
の
よ

う
に
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

小
城
郡
代
か
ら
多
久
家
へ
の
指
示
・
情
報
の
伝
達
ル
ー
ト
と
し
て
︑
最
も
一
般
的
な

の
は
︑
郡
代
か
ら
多
久
領
の
大
庄
屋
へ
通
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
次
の
三

つ
の
事
例
を
﹁
御
屋
形
日
記
﹂
か
ら
あ
げ
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
第
一
は
︑
郡
代
︱
大
庄

屋
︵
︱
多
久
家
︶
の
ル
ー
ト
で
あ
る
︒
元
禄
一
二
年
一
月
晦
日
︑
郡
代
松
崎
九
右
衛
門

か
ら
大
庄
屋
野
口
治
右
衛
門
へ
二
つ
の
通
達
が
来
て
い
る
︒
一
つ
は
小
物
成
方
か
ら
酒

運
上
に
関
す
る
切
符
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
︑
も
う
一
つ
は
請
役
所
か
ら
古
金
銀
の
取

替
を
二
月
よ
り
中
止
す
る
様
に
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
受
け
取
っ
た
大
庄
屋
で

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
達
を
多
久
家
の
会
所
へ
達
し
た
︒
そ
れ
か
ら
会
所
石
井
平
馬
か
ら
達

写
と
書
状
が
添
え
ら
れ
て
御
屋
形
内
の
家
老
に
対
し
て
﹁
両
様
之
儀
︑
弥
御
私
領
中
相

触
申
ニ
而
可
有
之
哉
﹂
と
い
う
伺
い
が
出
さ
れ
︑
家
老
よ
り
﹁
右
之
通
筋
々
急
度
相
触

申
可
然
由
﹂
と
許
可
さ
れ
︑﹁
就
夫
︑
其
趣
平
馬
へ
致
返
答
候
事
﹂
と
多
久
会
所
に
対
し

て
領
内
へ
触
れ
る
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
伝
達
に
関
す
る
記
事
は
こ
こ
ま
で

だ
が
︑
お
そ
ら
く
会
所
か
ら
大
庄
屋
へ
通
達
が
行
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
な
お
多

久
家
領
に
は
西
郷
と
別
府
の
二
つ
に
大
庄
屋
が
置
か
れ
て
い
る
が
︑
郡
代
か
ら
の
触
れ

は
お
そ
ら
く
両
方
に
対
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
第
二
に
元
禄
一
三
年
七
月
二
七

日
︑
松
浦
家
平
戸
領
に
お
い
て
盗
み
を
働
い
た
伊
万
里
下
町
市
太
夫
の
人
相
書
き
の
伝

達
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
佐
賀
藩
請
役
所
か
ら
小
城
郡
代
松
崎
九
右
衛
門
へ

触
れ
が
行
き
︑
松
崎
か
ら
大
庄
屋
に
対
し
て
領
内
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
に
指
示
が
出

さ
れ
て
い
る
︒
第
三
に
︑
佐
賀
藩
内
に
お
け
る
郡
代
の
職
務
か
ら
発
生
す
る
情
報
伝
達

と
そ
れ
以
外
の
情
報
伝
達
の
在
り
方
に
つ
い
て
︒
元
禄
五
年
八
月
七
日
︑
佐
賀
鍋
島
家

の
親
類
大
名
で
あ
っ
た
松
平
︵
奥
平
︶
忠
広
︵
陸
奥
白
河
一
五
万
石
︶
が
家
中
騒
動
に

よ
り
五
万
石
が
召
し
上
げ
と
な
り
逼
塞
と
な
っ
た
た
め
︑
鍋
島
家
で
も
同
日
か
ら
二
一

日
ま
で
鳴
物
停
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
右
の
指
示
自
体
は
請
役
所
よ
り
多
久
家
へ
直

接
伝
達
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
恒
例
之
神
事
浮
立
な
と
ハ
無
別
条
﹂
と
い
う
こ
と
が
郡
代
か

ら
指
示
さ
れ
て
い
る
︒
郡
代
か
ら
直
接
多
久
家
へ
指
示
さ
れ
た
の
か
︑
大
庄
屋
を
通
し

て
か
は
不
明
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
郡
内
の
神
事
興
行
な
ど
を
管
理
す
る
郡
代
の

職
務
に
関
連
す
る
こ
と
は
請
役
所
と
は
別
に
郡
代
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
分
か
る
こ
と
と
し
て
︑
基
本
的
に
小
城
郡
代
は
︑
大

庄
屋
に
対
し
て
佐
賀
藩
か
ら
の
情
報
の
伝
達
や
郷
内
行
政
に
お
け
る
指
示
・
命
令
を
出

し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
多
久
家
の
当
主
を
始
め
︑
そ
の
家
臣
へ
直
接
命
令
す
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
無
く
︑
ま
た
庄
屋
や
別
当
と
い
っ
た
大
庄
屋
の
下
部
組
織
へ
指
示
命
令
す

る
こ
と
は
無
い
︒
指
示
命
令
系
統
が
郡
代
︱
大
庄
屋
と
な
っ
て
お
り
︑
多
久
家
領
に
つ

い
て
は
い
わ
ば
大
庄
屋
が
窓
口
と
な
り
︑
こ
こ
か
ら
会
所
や
庄
屋
な
ど
へ
伝
達
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
大
庄
屋
は
郡
代
か
ら
の
指
示
命
令
に
従
い
﹁
郡
方
之
取
合
︑
其

外
内
証
之
儀
迄
︑
無
迦
相
調
﹂
え
る
こ
と
が
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
︒
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そ
れ
で
は
︑
多
久
家
の
領
主
権
と
小
城
郡
代
に
よ
る
支
配
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
刑
罰
権
か
ら
見
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
︒

ま
ず
︑﹁
御
屋
形
日
記
﹂
元
禄
二
年
二
月
二
○
日
の
条
を
あ
げ
る
︒

一
此
跡
喧
嘩
︑
其
外
出
入
事
等
付
而
︑
或
従
御
請
役
方
・
御
郡
代
方
・
会
所
申
談
候

而
︑
其
科
相
応
ニ
相
澄
候
控
︑
或
御
郡
代
方
・
会
所
申
談
迄
ニ
而
手
軽
キ
一
通
ハ
︑

依
品
所
払
・
郡
払
・
閉
子
・
逼
塞
等
被
仰
付
置
候
者
無
之
哉
︑
左
様
之
者
於
有
之

ハ
︑
当
月
廿
五
日
限
ニ
書
出
候
様
ニ
と
︑
斉
藤
権
兵
衛
よ
り
之
触
状
ニ
奥
書
有
之
︑

郡
代
方
よ
り
触
来
候
付
而
七
郎
左
衛
門
殿
へ
申
達
候
処
︑
此
方
御
領
内
左
様
之
者

無
之
候
条
︑
其
段
返
事
被
申
遣
可
然
由
被
仰
候
故
︑
左
様
之
者
一
人
も
此
方
存
内

ニ
無
之
由
︑
空
閑
刑
部
左
衛
門
へ
申
遣
候
事

多
久
家
で
は
︑
小
城
郡
代
か
ら
︑
佐
賀
藩
の
請
役
所
や
郡
代
︑
会
所
と
い
っ
た
役
所

か
ら
刑
罰
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
あ
れ
ば
書
出
を
差
し
出
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
た
め
︑

多
久
家
で
は
い
な
い
と
い
う
返
事
を
大
庄
屋
の
空
閑
ま
で
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
が
︑
こ

こ
か
ら
分
か
る
こ
と
と
し
て
︑
郡
代
も
多
久
家
領
民
の
処
罰
に
つ
い
て
関
与
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
の
時
点
に
お
い
て
多
久
家
で
郡
代
な
ど
か

ら
処
罰
を
受
け
た
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
郡
代
の
職
務
と
抵
触
す

る
事
案
に
関
し
て
の
み
郡
代
が
処
罰
に
ま
で
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

も
う
一
例
︑﹁
御
屋
形
日
記
﹂
元
禄
一
一
年
七
月
二
二
日
の
条
を
あ
げ
る
︒

一
小
城
郡
方
聞
番
水
町
平
馬
ゟ
申
来
候
ハ
︑
多
久
別
府
町
八
兵
衛
︑
去
年
三
月
時
分

伊
万
里
町
勘
之
允
・
鹿
島
之
徳
左
衛
門
申
合
︑
於
有
田
皿
山
御
法
度
之
ぎ
ち
土
盗

候
︑
右
出
入
近
日
御
小
物
成
方
ニ
て
御
吟
味
之
上
︑
惣
皿
山
中
相
払
候
様
ニ
と
御

座
候
条
︑
重
而
皿
山
中
ニ
不
被
越
様
ニ
可
被
仰
付
由
︑
皿
山
代
官
役
星
野
武
左
衛

門
方
ゟ
申
来
候
条
︑
右
之
段
︑
此
方
ゟ
申
渡
候
様
ニ
と
手
紙
を
以
被
申
遣
候
︑
惣

而
ハ
郡
方
筋
に
て
平
馬
ゟ
筋
々
申
付
筈
ニ
候
へ
共
︑
此
方
御
私
領
内
之
儀
付
而
役

方
之
人
ゟ
被
申
付
度
由
ニ
而
候
︑
此
段
与
兵
衛
殿
御
聞
候
由
︑
右
之
首
尾
ニ
て
早

速
多
久
会
所
役
之
人
迄
右
之
段
申
越
候
様
ニ
と
御
申
候
故
︑
石
井
彦
左
衛
門
ゟ
右

八
兵
衛
ニ
被
申
渡
候
様
ニ
相
達
可
被
申
旨
︑
相
浦
覚
之
進
迄
申
越
候
︵
後
略
︶

有
田
皿
山
に
お
い
て
多
久
別
府
町
八
兵
衛
が
伊
万
里
町
勘
之
允
や
鹿
島
領
の
徳
左
衛

門
が
犯
罪
を
盗
み
を
働
い
た
た
め
︑
小
物
成
方
よ
り
所
払
い
の
処
罰
を
受
け
た
が
︑
こ

れ
を
言
い
渡
す
の
は
︑
本
来
郡
代
の
職
務
で
あ
る
が
︑﹁
私
領
内
﹂
で
の
こ
と
の
た
め
多

久
か
ら
申
し
付
け
る
様
に
達
せ
ら
れ
た
︒
有
田
皿
山
は
皿
山
代
官
が
管
轄
す
る
佐
賀
藩

領
で
あ
り
多
久
家
領
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
︑﹁
私
領
内
﹂
に
つ
い
て
は
多
久
領
民
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
多
久
領
以
外
で
多
久
領
民
が
犯
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
︑
佐
賀

藩
内
で
あ
れ
ば
佐
賀
藩
が
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
︑
こ
の
場
合
︑
小
物
成
方
に
て

処
罰
が
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
郡
代
が
申
し
渡
さ
な
か
っ
た
の
は
︑
八

兵
衛
が
多
久
家
領
に
属
す
る
者
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
郡
代
は
多
久
家
の
領
主

権
に
配
慮
し
て
多
久
家
と
領
民
の
関
係
に
介
入
し
な
い
こ
と
で
︑
領
内
秩
序
の
混
乱
を

未
然
に
防
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
小
城
郡
代
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
き
た
が
︑
最
後
に
小
城
郡
代
の
特
質
に

つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
な
が
ら
︑
三
点
ほ
ど

佐賀藩における小城郡支配について
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述
べ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
第
一
に
︑
小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲
に
つ
い
て
だ
が
︑
小
城
郡
代
は
小
城
郡
と
い

う
領
域
の
全
て
を
管
轄
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
︑
佐
賀
藩
の
給
人
知
行
地
と
多
久
家
の

知
行
地
が
混
在
す
る
砥
川
村
に
つ
い
て
は
管
轄
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
︑
同
村
に

つ
い
て
は
隣
接
す
る
杵
島
郡
の
郡
代
が
管
轄
し
て
い
た
︒
一
方
︑
佐
賀
郡
の
佐
保
川
島

郷
は
小
城
郡
代
の
管
轄
対
象
区
域
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
小
城
郡
代
の
管
轄
範
囲

が
︑
基
本
的
に
は
小
城
鍋
島
家
の
知
行
地
を
基
本
と
し
て
︑
こ
れ
に
小
城
郡
内
の
多
久

家
領
も
合
わ
せ
る
こ
と
で
管
轄
対
象
区
域
と
し
て
い
た
︒
多
久
家
の
小
城
郡
以
外
の
知

行
地
で
あ
る
杵
島
郡
内
の
横
辺
田
郷
は
︑
杵
島
郡
代
に
よ
る
管
轄
と
な
る
が
︑
同
郷
内

に
あ
る
小
田
宿
の
本
陣
に
つ
い
て
は
多
久
家
が
修
繕
を
行
う
な
ど
︑
杵
島
郡
代
が
関
与

し
て
い
な

(

)
い
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
佐
賀
藩
に
お
け
る
広
域
行
政
の
管
轄
範
囲
は
︑
か

19

な
ら
ず
し
も
郡
単
位
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
大
配
分
領
主
の
知
行
地
の
範
囲

に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒

第
二
に
︑
郡
代
を
通
し
て
み
た
佐
賀
藩
の
支
配
の
在
り
方
に
つ
い
て
だ
が
︑
ま
ず
小

城
鍋
島
家
に
お
け
る
郡
代
は
︑
実
質
的
に
当
主
が
佐
賀
藩
か
ら
郡
代
に
任
命
さ
れ
る

が
︑
実
際
の
職
務
を
行
う
郡
代
＝
郡
奉
行
に
つ
い
て
は
小
城
鍋
島
家
が
任
命
し
て
い

た
︒
そ
し
て
︑
小
城
鍋
島
家
で
は
︑
定
役
と
し
て
郡
代
が
行
う
地
域
行
政
と
自
身
の
知

行
地
支
配
を
重
ね
な
が
ら
領
主
支
配
を
実
現
し
て
い
た
︒
秋
役
を
勤
め
る
大
配
分
領
主

の
場
合
︑
自
己
の
知
行
地
に
お
い
て
郡
代
か
ら
の
指
示
・
命
令
を
受
け
る
側
面
を
有
し

て
お
り
︑
よ
り
領
主
と
し
て
の
権
能
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
た
︒
佐
賀
藩
で
は
︑
特

に
秋
役
を
吏
僚
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑

小
城
鍋
島
家
を
含
め
た
定
役
の
領
主
的
権
能
は
秋
役
で
あ
る
大
配
分
領
主
よ
り
も
高

く
︑
い
わ
ば
佐
賀
藩
か
ら
優
遇
さ
れ
た
知
行
地
支
配
の
形
態
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
多
久
家
で
は
︑
郡
方
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
佐
賀
藩
か
ら
出
さ
れ
た
情

報
・
指
示
命
令
が
︑
郡
代
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
直
接
受
け
取
る
ケ
ー
ス

も
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
は
今

後
よ
り
検
討
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
多
久
家
の
領

主
支
配
に
郡
代
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
多
久
家
は
年
貢
︵
本
途
物

成
︶
徴
税
権
や
刑
罰
権
を
有
す
る
大
配
分
領
主
で
あ
っ
た
が
︑
完
全
に
自
己
完
結
的
な

領
主
支
配
を
実
現
出
来
て
い
た
訳
で
は
な
く
︑
小
城
郡
代
も
そ
の
地
域
支
配
に
関
与
し

て
い
た
の
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
小
城
郡
代
＝
小
城
鍋
島
家
を
も
関

与
さ
せ
る
こ
と
で
多
久
家
の
領
主
支
配
に
一
定
度
の
影
響
を
持
ち
続
け
る
と
と
も
に
︑

領
国
支
配
に
お
い
て
統
一
的
な
政
策
を
実
現
し
て
い
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
二
重
支
配
の
在
り
方
は
︑
郡
代
以
外
で
も
︑
例
え
ば
︑﹁
日
記
﹂

︵﹁
小
城
鍋
島
﹂︶
宝
暦
八
︵
一
七
五
八
︶
年
一
月
一
七
日
の
条
に
よ
れ
ば
︑
小
城
鍋
島
家

の
知
行
地
と
佐
賀
藩
の
親
類
格
神
代
家
の
知
行
地
が
交
錯
し
て
い
た
小
城
郡
芦
刈
に
お

い
て
︑
神
代
家
の
家
臣
江
原
惣
右
衛
門
が
鉄
砲
を
打
っ
て
い
た
こ
と
を
大
庄
屋
よ
り
小

城
郡
代
と
佐
賀
藩
の
諸
猟
方
へ
届
け
出
が
あ
っ
た
︒
小
城
領
の
大
庄
屋
は
基
本
的
に
小

城
鍋
島
家
に
属
し
て
お

(

)
り
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
郡
代
の
も
と
で
地
域
行
政
に

20

従
事
し
て
い
る
が
︑
こ
の
事
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
大
庄
屋
は
郡
代
と
と
も
に
佐
賀

藩
の
役
所
で
あ
る
諸
猟
方
へ
も
届
け
出
を
し
て
お
り
︑
佐
賀
藩
と
小
城
藩
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
支
配
に
お
け
る
実
質
的
な
業
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
郡
代
に
よ
る
情
報
・
指
示
命
令
の
伝
達
経
路
に
つ
い
て
だ
が
︑
小
城
郡
代

が
多
久
領
へ
伝
達
す
る
の
は
︑
基
本
的
に
大
庄
屋
に
対
し
て
で
あ
っ
て
︑
多
久
家
の
当

主
や
そ
の
家
臣
に
対
し
て
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
仕
方
・
方
法
に
よ
っ
て
︑
小
城
鍋
島

家
の
家
臣
で
あ
る
郡
代
が
多
久
家
の
当
主
や
家
臣
に
対
し
て
直
接
︑
指
示
・
命
令
す
る

こ
と
な
く
︑
職
務
に
関
す
る
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
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小
城
鍋
島
家
を
上
位
者
︑
多
久
家
を
下
位
者
と
す
る
よ
う
な
支
配
の
在
り
方
は
認
め
ら

れ
な
い
︒
大
庄
屋
は
領
主
と
領
民
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑
領
主
︵
小

城
鍋
島
家
︶
と
領
主
︵
多
久
家
︶
の
間
︑
さ
ら
に
は
小
城
鍋
島
家
と
多
久
家
の
両
家
臣

間
に
お
い
て
上
下
関
係
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
緩
衝
材
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

︻
註
︼

(１
)
国
持
大
名
に
関
す
る
研
究
と
し
て
笠
谷
和
比
古
﹁﹁
国
持
大
名
﹂
論
考
﹂︵
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆

夫
編
﹃
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
︶
が
あ
る
︒

(２
)
小
宮
睦
之
﹁
農
村
支
配
機
構
と
そ
の
再
建
﹂︵
藤
野
保
編
﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄︵
吉
川
弘

文
館
︑
一
九
八
七
年
︶︒

(３
)﹁
藩
領
支
配
の
地
域
性
﹂︵﹃
比
較
社
会
文
化
﹄
第
五
号
︑
一
九
九
九
年
︶︑﹁
佐
賀
藩
に
お
け
る
初

期
代
官
・
郡
代
制
﹂︵﹃
西
南
地
域
史
研
究
﹄
第
一
三
輯
︑
二
○
○
○
年
︶︑
い
ず
れ
も
後
に
﹃
藩

国
と
藩
補
の
構
図
﹄︵
名
著
出
版
︑
二
○
○
二
年
︶
に
再
録
︒

(４
)
高
野
前
掲
単
著
二
七
九
頁
︒

(５
)
大
配
分
と
は
︑
時
期
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
︑
地
方
知
行
が
近
世
を
通
し
て
続
い
た
佐
賀
藩
の

身
分
格
式
上
︑
三
家
︑
親
類
︵
白
石
鍋
島
家
︑
久
保
田
村
田
家
︑
神
代
家
︑
村
田
鍋
島
家
︶︑
親

類
同
格
︵
諫
早
家
︑
多
久
家
︑
武
雄
・
須
古
各
鍋
島
家
︶
を
指
し
︑
物
成
高
で
い
う
と
小
城
鍋

島
家
の
二
万
九
二
五
一
石
余
か
ら
村
田
鍋
島
家
の
二
四
四
七
石
余
と
な
っ
て
い
る
︒
大
配
分
領

主
は
︑
自
ら
の
知
行
地
に
対
し
て
︑
基
本
的
に
佐
賀
藩
鍋
島
本
家
に
伺
い
を
立
て
る
こ
と
な
く

刑
罰
権
・
徴
税
権
・
行
政
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ
以
下
は
小
配
分
と

な
り
︑
徴
税
権
や
刑
罰
権
︑
さ
ら
に
知
行
地
支
配
に
も
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
た
︒

(６
)﹁
肥
前
国
龍
造
寺
藤
八
郎
知
行
割
之
事
﹂︵﹃
諫
江
史
料
拾
録
﹄
第
一
集
所
収
︶︒

(７
)
小
城
鍋
島
家
の
知
行
地
設
定
に
つ
い
て
は
︑
藤
野
保
編
﹃
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
八
一
年
︶︑
拙
稿
﹁
近
世
前
期
鍋
島
家
の
本
家
・
分
家
関
係
︱
幕
府
・
本
家
か
ら
み
た

分
家
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
地
方
史
研
究
﹄
三
○
七
号
︑
二
○
○
四
年
︶
を
参
照
さ
れ
た

い
︒

(８
)﹁
寛
永
五
年
惣
着
到
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶︒

(９
)﹃
佐
賀
県
古
文
書
集
成
﹄
第
三
○
巻
﹁
小
城
鍋
島
家
文
書
﹂
九
号
︒

(

)﹁
大
小
配
分
石
高
帳
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶︒

10(

)﹁
御
蔵
入
地
米
郷
村
附
﹂︵﹃
牛
津
町
史
﹄
二
五
六
頁
︶︒

11(

)﹁
御
屋
形
日
記
﹂
︵
多
久
市
立
郷
土
館
所
蔵
︶
元
禄
元
年
一
一
月
二
八
の
項
︒

12(

)﹁
明
暦
元
年
勝
茂
公
御
代
仰
出
﹂︵﹁
鍋
島
﹂︶︒

13(

)
高
野
前
掲
単
著
一
七
三
頁
︒

14(

)
小
城
鍋
島
家
の
身
分
格
式
は
︑
親
類
︱
家
老
︱
番
頭
︱
馬
乗
︱
平
士
︱
小
頭
︱
徒
士
︱
足
軽
︱

15

小
道
具
と
な
っ
て
い
る
︒

(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
五
巻
﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
Ⅰ
︵
平
成
九
年
︶
二
○
九
頁
︒

16(

)
郡
代
の
職
務
に
つ
い
て
は
︑﹃
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄
や
高
野
前
掲
単
著
な
ど
︒

17(

)
高
野
前
掲
単
著
二
六
三
頁
～
二
六
四
頁
︒

18(

)﹁
御
屋
形
日
記
﹂︵
多
久
市
立
郷
土
館
所
蔵
︶
元
禄
一
四
年
四
月
七
日
の
項
︒

19(

)
小
城
領
の
大
庄
屋
は
小
城
鍋
島
家
か
ら
徒
士
格
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
日
記
﹂︵﹁
小
城
鍋

20

島
﹂
寛
政
四
︵
一
七
九
二
︶
年
一
二
月
一
八
日
の
条
に
よ
れ
ば
︑
犬
山
兵
部
左
衛
門
は
佐
賀
藩

の
足
軽
と
し
て
召
し
出
さ
れ
た
︒
こ
の
た
め
︑
小
城
鍋
島
家
で
は
︑
分
限
帳
に
あ
た
る
着
到
帳

か
ら
犬
山
を
除
き
︑
そ
れ
ま
で
与
え
て
い
た
切
り
米
も
召
し
上
げ
た
が
︑
別
に
三
人
扶
持
を
支

給
す
る
こ
と
で
︑
小
城
鍋
島
家
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
︒

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
博
士
研
究
員
︶

佐賀藩における小城郡支配について

野 口 朋 隆

27


