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近
世
末
期
の
北
信
地
方
の
一
農
村
、
大
塚
村
を
対
象
と
し
た
「
家
」
及

び
家
族
の
実
証
的
分
析
に
あ
た
り
‘
「
家
」
、
家
族
に
関
し
て
あ
ら
か
じ
め

次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
に
お
け
る
家
族
の
存
在
形
態
が
「
家
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

学
説
史
的
展
開
を
十
分
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
当
村

の
分
析
を
行
う
場
合
に
は
「
家
」
と
い
う
存
在
形
態
の
特
徴
と
し
て
押
え

て
お
く
べ
き
次
の
よ
う
な
点
が
あ
る
と
思
う
。

第
一
に
、
近
世
農
村
に
お
け
る
家
族
の
支
配
的
な
存
在
形
態
は
直
系
小

家
族
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
形
態
は
本
来
的
に
は
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に

か
け
て
自
立
し
た
小
農
経
営
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て

お
り
、
農
業
経
営
の
特
定
の
発
展
段
階
に
照
応
し
た
、
農
村
に
お
け
る
家

(
l
)
 

族
の
歴
史
的
な
存
在
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
小
農
経
営
の

自
立
に
基
づ
い
た
直
系
小
家
族
は
、
世
代
交
替
を
越
え
て
保
持
さ
れ
る
家

族
労
働
力
と
、
主
た
る
生
産
手
段
と
し
て
の
特
定
規
模
の
世
襲
的
な
保
有

(

2

)

 

地
と
の
結
合
と
い
う
状
態
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
農
村
の
特
徴
的

家
族
は
、
直
系
的
に
継
続
し
て
い
く
こ
と
を
媒
介
に
し
て
、
土
地
に
結
び

つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
「
家
」
と
し
て
表
出
さ
せ
る
条
件
を
形
成

し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
家
」
の
存
立
条

件
と
し
て
の
土
地
保
有
の
意
義
は
、
近
世
中
期
頃
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛

(
3
)
 

盾
を
は
ら
み
な
が
ら
後
退
の
き
ざ
し
を
示
し
て
い
く
。
こ
の
基
底
に
は
、

い
わ
ゆ
る
農
民
的
土
地
所
有
の
一
定
の
前
進
を
基
礎
と
し
て
現
わ
れ
る
地

主
的
土
地
所
有
の
形
成
及
び
展
開
過
程
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
に

は
無
高
の
あ
る
い
は
土
地
保
有
と
い
っ
て
も
名
ば
か
り
の
小
作
人
層
の
創

出
過
程
が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
家
族
の
支
配
的
な
存
在
形
態
は
い
ぜ

ん
直
系
小
家
族
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
家
」
と
し
て
の
存
立
の
条
件

は
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
土
地
保
有
に
よ
っ
て
一
義
的
に
は
説
明
し
難

く
な
る
。
近
世
農
村
に
本
来
的
な
「
家
」
存
立
の
条
件
が
土
地
保
有
に
あ

っ
た
と
い
う
歴
史
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
、
地
主
小
作
関
係
の
展
開
過
程
に

お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
保
有
状
態
を
示
す
個
々
の
「
家
」
の
存
立

条
件
を
、
土
地
保
有
に
お
い
て
一
様
に
は
律
し
得
な
い
と
い
う
点
が
、
新

た
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。

第
二
、
「
家
」
の
存
立
条
件
と
し
て
の
土
地
保
有
の
意
義
が
後
退
し
た

段
階
で
も
、
土
地
保
有
は
な
お
経
済
的
な
存
立
条
件
と
し
て
、
そ
の
意
義

を
失
わ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
家
名
(
屋
号
)
や
個
別
家
族

問
の
諸
関
係
を
名
辞
す
る
本
家
、
分
家
な
ど
が
独
自
の
意
味
を
も
っ
て
表
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わ
れ
て
く
る
。
土
地
保
有
と
「
家
」
の
議
離
が
進
展
す
る
過
程
で
「
家
」

は
生
活
規
範
と
し
て
の
、
社
会
関
係
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
家
」
に
お
い
て
は
、
「
家
」
の
存
立
条
件
と

し
て
、
家
名
(
屋
号
)
を
持
つ
こ
と
、
本
分
家
関
係
を
形
成
・
維
持
す
る

こ
と
な
ど
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
ま
た
村
落
共
同
体
的
秩

序
維
持
の
一
契
機
で
あ
る
家
格
に
つ
い
て
も
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
展
開

と
と
も
に
地
主
小
作
関
係
が
進
展
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
に

特
有
な
存
在
形
態
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
ら
の
保
有
地
を
基

盤
と
し
て
旧
来
の
家
格
を
誇
っ
て
い
た
「
家
」
が
、
保
有
地
を
喪
失
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
家
格
が
空
同
化
す
る
事
態
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
方
新
興
地
主
に
よ
る
家
格
獲
得
の
動
き
に
注
目
で
き
る
。
「
家
」
と
土

地
保
有
と
の
結
合
が
弛
緩
し
て
い
く
段
階
で
は
、
観
念
と
し
て
の
コ
家
」
、

社
会
関
係
と
し
て
の
「
家
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
(
家
名
、
家
格
あ
る
い

は
本
分
家
関
係
等
)
が
、
「
家
」
の
存
立
条
件
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
家
」
と
土
地
保
有
の
結
合
か
ら
兎
離
へ
と
い
う
移
行

に
基
づ
い
た
「
家
」
の
存
立
条
件
の
変
化
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら

ば
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
近
世
末
期
と
い
う
段
階
に
お
け
る
「
家
」
存
立

の
条
件
と
し
て
は
経
済
的
な
も
の
(
土
地
保
有
)
と
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
的
な
も
の
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
大
別
し
て
経
済
的
条
件
と

社
会
的
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
「
家
」
の

存
立
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
経
済
的
条
件

を
主
た
る
分
析
の
対
象
と
し
た
い
。
こ
の
理
由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

経
済
的
条
件
と
社
会
的
条
件
に
区
別
し
て
み
た
場
合
、
「
家
」
の
研
究

は
社
会
的
条
件
に
関
し
て
、
よ
り
進
ん
で
い
る
と
言

h

え
る
だ
ろ
う
。
「
家
」

存
立
の
経
済
的
条
件
の
変
化
(
典
型
的
に
は
農
業
経
営
及
び
土
地
所
有
関

係
の
歴
史
的
変
化
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
家
」
は
存
続
し
た
と
い
う
事
実

認
識
が
、
「
家
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
「
家
」
を
社
会
的
条
件
(
あ
る
い

は
契
機
)
の
解
明
を
通
じ
て
特
質
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
傾
向
を
招
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
日
本
に
お
い
て
は
「
家
」
の
存
在

が
確
認
さ
れ
難
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
同
時
に
、
「
家
」
の
崩
壊
と
い
う
事

実
認
識
が
よ
り
鮮
明
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
改
め
て
「
家
」

の
歴
史
的
な
実
証
分
析
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
近
世
末
期

と
い
う
近
代
日
本
へ
の
移
行
期
と
い
う
時
期
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
歴

史
的
諸
変
化
を
よ
り
明
確
に
体
現
し
て
い
る
経
済
的
条
件
と
そ
の
変
化
の

実
態
の
分
析
が
、
「
家
」
の
崩
擦
の
理
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し

て
、
よ
り
有
効
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
大
塚
村
で
は
、
宝
暦
七
年
(
一
七
五
七
)

に
東
西
の
組
切
り
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
東
組
と
西
組
が
貢
納
単
位

と
し
て
分
離
し
た
。
そ
の
後
東
組
と
西
組
に
お
け
る
土
地
保
有
関
係
の
状

態
は
異
な
る
特
徴
を
一
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
異
な
る
特
徴
の
「
家
」
に

お
け
る
端
的
な
表
現
が
、
東
組
で
は
「
家
」
の
存
立
条
件
と
し
て
い
ぜ
ん

土
地
保
有
が
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
西
組
で
は
、
土
地
保
有

が
、
も
は
や
経
済
的
な
条
件
に
お
い
て
も
唯
一
の
存
立
条
件
で
は
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
近
世
末
期
に
お
け

る
「
家
」
存
立
の
条
件
及
び
変
化
の
実
態
を
一
示
す
事
例
と
し
て
、
東
組
と

西
組
の
比
較
分
析
を
通
じ
て
大
塚
村
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

へ
1
)

超
歴
史
的
と
み
な
し
得
る
夫
婦
及
び
子
供
の
結
合
リ
家
族
的
核
の
存
在
は

無
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
家
族
を
、
そ
の
社
会
的
経
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済
的
存
立
条
件
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、

家
族
を
考
察
す
る
場
合
、
家
族
的
核
の
存
在
は
む
し
ろ
前
提
と
な
る
。
小
農

経
営
の
形
成
・
成
立
過
程
に
お
け
る
家
族
の
存
在
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
は

合
島
敏
雄
『
家
族
形
態
と
農
業
の
発
達
』
著
作
集
第
二
巻
三
O
六
頁
以
下
及

ぴ
、
大
石
慎
三
郎
『
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
増
補
版
』
一
一
O
七
、
八

買。

(
2
)

保
有
地
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
共
同
体
的
諸
権
利
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
本
稿
で
は
諸
権
利
の
分
析
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
主
と
し
て
持
高
の

み
を
指
標
と
し
て
い
る
。

{
3
)

本
百
姓
の
保
有
地
売
買
の
進
展
に
よ
る
、
身
分
と
持
高
の
靖
離
傾
向
の
発

生
が
端
的
な
表
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
井
林
太
郎
、
八
木
哲
治
『
封
建

社
会
の
農
村
構
造
』
五
五
頁
以
下
。

(
4
)

大
竹
秀
男
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』
一
一
五
頁
以
下
。

(
5
)

大
石
前
掲
二
一
一
四
頁
、
二
三
四
l
六
頁
。
氏
の
指
摘
さ
れ
る
「
地
主
的

家
格
」
が
一
示
唆
に
富
む
問
題
と
思
わ
れ
る
。

近
世
後
期
の
大
塚
村
の
概
況
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信
州
更
級
郡
大
塚
村
は
現
在
、
長
野
市
青
木
島
町
の
一
部
に
相
当
す

る
。
こ
こ
か
ら
国
鉄
長
野
駅
ま
で
は
パ
ス
で
、
ほ
ぼ
十
分
位
の
距
離
で
あ

る
。
大
塚
村
が
青
木
島
町
の
一
部
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
町
村
制

施
行
の
年
以
来
で
あ
る
。
こ
の
年
青
木
島
村
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
、
大
塚

村
の
行
政
区
画
は
近
世
期
よ
り
受
け
つ
が
れ
た
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

大
塚
村
は
犀
川
と
千
曲
川
の
合
流
地
点
か
ら
西
側
に
広
が
っ
た
扇
状
地

帯
の
北
西
部
に
位
置
す
る
。
近
隣
の
村
々
は
慶
長
年
間
の
犀
川
の
改
修
工

事
に
よ
っ
て
、
旧
河
床
上
に
形
成
さ
れ
た
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に

か
け
て
成
立
し
た
新
田
村
の
性
格
を
持
つ
。
当
村
か
ら
犀
川
へ
は
近
く
、

こ
の
間
に
は
網
島
村
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
地
形
は
近
隣
の
村
々
に
わ

た
っ
て
平
担
で
、
当
村
の
耕
地
の
大
部
分
は
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。
『
長
野
県
町
村
誌
(
北
信
編
)
』
の
大
塚
村
の
項
(
明
治
一
三
年
調
べ
)

に
よ
れ
ば
、
地
味
は
「
其
質
美
悪
相
半
し
、
務
梁
に
宜
く
、
麦
、
大
豆
、

桑
等
に
適
す
。
水
田
九
分
、
畑
一
分
、
水
利
便
に
し
て
皐
損
な
し
と
難
も
、

時
々
雨
湿
に
苦
し
む
」
と
あ
る
。
主
要
生
産
物
及
び
収
量
に
つ
い
て
は
、

近
世
期
の
資
料
が
乏
し
い
の
で
同
じ
く
『
町
村
誌
』
か
ら
引
用
す
る
と
、

米
千
四
百
五
十
石
(
内
九
百
五
十
石
自
用
)
、
大
麦
千
百
一
玉
石
二
斗
(
自

用
以
下
す
べ
て
同
じ
て
小
麦
三
百
八
十
五
石
八
斗
、
大
豆
百
七
十
七
石

八
斗
、
桑
二
千
二
百
貫
匁
等
で
あ
る
。
換
金
作
物
と
し
て
は
菜
種
百
七
十

八
石
五
斗
、
綿
二
千
五
百
貫
匁
、
杏
仁
廿
五
貫
目
等
が
あ
る
。
こ
の
他
に

は
稿
布
、
白
木
綿
、
真
綿
、
生
糸
の
製
造
が
行
わ
れ
て
い
た
。

さ
て
次
節
以
下
の
分
析
に
先
立
ち
、
近
世
後
期
の
大
塚
村
の
概
況
に
関

す
る
、
い
く
つ
か
の
把
握
し
て
お
く
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第

一
は
宝
暦
七
年
(
一
七
五
七
)
に
、
村
方
の
発
起
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

"
組
切
り
“
で
あ
る
。
こ
の
年
大
塚
は
同
村
東
組
と
西
組
に
分
か
れ
、
両

組
は
貢
納
単
位
と
し
て
独
立
し
た
。
村
方
三
役
(
名
主
、
組
頭
、
長
百
姓
)

も
別
個
に
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
組
切
り
白
体

の
検
討
は
行
わ
な
い
が
、
後
論
に
必
要
な
限
り
で
次
の
点
を
示
し
て
お
き

た
い
。そ

れ
ま
で
一
つ
で
あ
っ
た
貢
納
単
位
が
二
分
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

年
貢
負
担
者
と
し
て
の
村
の
構
成
員
が
二
分
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
大
塚
村
の
耕
地
に
対
し
組
境
を
決
め
て
東
西
を
区
別
し
た
と

い
う
の
で
な
く
、
家
々
を
二
組
に
分
け
た
と
い
句
、
も
の
で
あ
っ
た
。
両
組
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~ 樹木に図まれた
居住地

三}道

の
諸
問
高
は
そ
こ
で
固
定
化
す
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
両
紙
を
構
成
す
る
家

々
の
持
高
合
計
が
そ
の
ま
ま
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
塚
村
の
字
地
は
六
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
久
新
河
原
、
宿
、
南
、
大
北
、

北
島
、
新
町
が
そ
れ
ら
で
あ
る
。
絵
図
が
残
存
し
て
い
な
い
の
で
、
現
在

の
地
図
で
示
す
と
第
1
図
の
よ
う
に
な
る
。
現
在
で
は
南
と
い
う
字
名
は

み
ら
れ
な
い
が
、
か
つ
て
の
南
は
南
上
と
不
動
寺
に
該
当
す
る
。
第
1
図

中
に
「
樹
木
に
固
ま
れ
た
居
住
地
」
の
印
が
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
家
々

は
、
明
治
以
降
の
分
家
及
び
若
干
の
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
来
住
戸
を
除

け
ば
、
ほ
ぽ
近
世
期
以
来
そ
の
ま
ま
の
居
住
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

字
地
ご
と
に
集
住
し
て
い
る
が
、
こ
の
様
相
は
近
世
期
に
お
い
て
も
、
ほ

と
ん
ど
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
嘉
永
期
の
東
組
と
西
組
の
各
五
人
組
帳
に

よ
る
と
、
当
時
の
五
人
組
に
は
名
前
が
付
さ
れ
て
お
り
、
東
組
で
は
宿

組
、
宿
南
組
、
南
組
、
久
新
河
原
組
、
宿
中
組
、
西
組
で
は
新
町
組
(
二

つ
に
分
か
れ
て
い
る
)
、
大
北
組
、
北
島
組
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
五

人
組
帳
に
あ
る
百
姓
名
の
家
系
を
現
在
当
地
に
あ
る
家
に
結
び
つ
け
て
み

る
と
、
こ
れ
ら
の
五
人
組
を
構
成
し
て
い
る
家
々
は
、
ほ
ぼ
五
人
組
に
照

応
し
た
字
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
組
切
り
に
よ

っ
て
久
新
河
原
、
宿
、
南
に
あ
る
家
は
東
組
に
、
大
北
、
北
島
、
新
町
に

あ
る
家
は
西
組
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

組
切
り
に
よ
っ
て
成
立
し
た
東
西
両
組
の
請
高
は
東
組
が
六
百
数
十
石

と
西
組
が
三
百
数
十
石
で
あ
る
、
両
組
の
持
高
別
階
層
構
成
は
、
第
1
表

の
よ
う
に
な
る
。
請
高
は
、
東
組
が
西
組
に
対
し
て
二
倍
と
い
う
高
さ
を

示
す
が
、
高
請
戸
数
は
大
差
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
西
組
が
東
組
を

う
わ
ま
わ
る
。
従
っ
て
平
均
持
高
で
は
、
東
組
が
西
組
の
二
倍
に
達
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
東
組
の
家
々
が
全
般
的
に
富
裕
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
持
高
階
層
別
の
戸
数
を
み
る

と
、
五

O
石
以
上
の
高
持
ち
に
つ
い
て
は
、
西
組
で
は
僅
か
一
戸
だ
け
な

の
に
対
し
て
、
東
組
で
は
一
六
九
石
余
り
を
最
高
と
し
て
四
一
戸
に
な
る
。

ま
た
両
組
と
も
に
五

O
石
以
上
の
も
の
と
、
そ
れ
以
下
の
と
の
格
差
が
大

き
く
、
一
一

ot三
O
石
代
ま
で
下
が
っ
て
初
め
て
各
一
戸
ず
つ
存
す
る
。

ニ
O
石
以
下
の
戸
数
に
つ
い
て
は
、
一

O
石
代
と
五
石
以
下
の
層
で
、
西

組
が
数
戸
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
が
全
体
的
に
大
差
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点

よ
り
、
組
切
り
前
後
の
大
塚
村
の
階
層
構
成
で
は
、
上
下
層
聞
の
持
高
格

差
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
、
組
切
り
に
よ
っ
て
上
層
の
主
要
な
家
々
が

東
組
に
集
ま
っ
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
続
い
て
両
組
の
家
々

の
社
会
的
特
徴
を
あ
わ
せ
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
2
表
は
、
組
別
、
字
別
の
家
系
の
来
歴
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
既
に
大
塚
村
で
居
を
構

え
て
い
た
家
々
は
、
東
組
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
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第1表

高

150石以上

100~150 
90~100 
80~ 90 
70~ 80 
60~ 70 
50~ 60 
40~ 50 
30~ 40 
20~ 30 I 1 
15~ 201 3 
10~ 15 1 1 
5~ 10 1 9 
O~ 516  

計 I34 I 
注:明和4年「地押改根」より作成.

一「

明和4年の組別持高
別戸数

西組

o
o
n
v
n
u
d
 

唱-

38 

1 

1 

東組

1 
1 

1 

持

A 
J:l 

組ト特集1133 歴

町田 I 4戸

中世投基盤の:Zの蘭土型豪族車豪にす在の上系で主主譜氏に存の主を家華ひす臣るく <大{同そは塚家不の村象の明来過徴住「去大は帳場15に鮪世よ紀Jにる中以居唄住下k同しい様てわ)いれたる.a 
町田 E 。

宿塩皇 宗島 。

近近先中 し(1706) 。

東 3 

会費小山| 3 I詳しくは不明。町田氏と並んで古い家とされている。

小島林田I 
3 

最不寛古保期の没近年村明網は元島村禄1よ4年りの(1分70家1) 。
南 堀口 。

市川 。 " 林E 。 " g I初初代代没が年享保は宝頃永2年(1705)

01"  
西 0 安永 8年(1779)近村小島田村よりの分家

北都

4 最古の没年は万延治宝3年年((166708))。但し分家は大北にもある。
4 I "~3r: 6 XF (1678) 0 " 

01 先初祖代没が年享保は天頃王18年(1590)

大北|雲 111 。|初代が享保頃
o 1 " 

来

注:町田 I家における「大堀館」とは，現在その跡が中学校になったが，中世の館で.同家の旧家としての権威

の象徴になっていたとみられる.
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に
対
し
て
西
組
で
は
、
近
世
中
期
頃
か
ら
「
家
」
を
な
し
始
め
た
も
の
が

多
い
。
代
表
的
な
家
系
を
み
る
と
東
組
で
、
来
歴
の
う
え
か
ら
、
ま
た
経

済
力
に
つ
い
て
も
他
家
を
超
絶
し
て
い
る
の
が
町
田
I
家
で
あ
る
。
当
家

は
先
述
の
持
高
別
階
層
構
成
に
お
い
て
最
高
の
位
置
を
占
め
て
い
る
家
で

も
あ
る
(
一
六
九
石
七
斗
三
升
)
。

町
田
I
家
は
、
こ
れ
よ
り
約
百
年
前
の
寛
文
六
年
(
二
ハ
六
六
)
の
検

地
の
時
も
村
内
最
高
で
一
二
九
石
一
升
三
合
の
高
請
を
行
っ
て
い
た
。
当

時
、
分
家
は
二
戸
も
創
設
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
天
和
三
年
(
一
六
八

三
)
、
宝
永
元
年
(
一
七

O
四
)
、
宝
永
|
宝
暦
間
(
年
次
不
詳
)
、
宝
暦

一
二
年
(
一
七
六
二
)
の
各
時
点
に
分
家
を
創
設
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

旦
戸
の
明
和
四
年
の
持
高
は
、
多
い
も
の
か
ら
一
三
一
石
四
斗
一
升
八

合
、
八

O
石
九
斗
九
升
、
五
五
石
九
合
、
二
五
石
六
斗
ニ
升
と
な
り
、
こ

れ
ら
が
本
家
に
続
い
て
持
高
構
成
の
上
位
を
独
占
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
家
を
含
め
た
五
戸
の
持
高
合
計
は
四
六
二
石
七
斗
五
升
で
あ
り
、
大
塚

村
総
請
高
の
ほ
ぼ
半
分
、
東
組
の
み
の
請
高
の
七
五
%
に
相
当
す
る
。
町

田
l
家
が
有
力
分
家
を
従
え
た
、
村
の
頂
点
と
し
て
、
き
わ
め
て
強
大
な

権
勢
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

一
方
西
組
で
明
和
四
年
に
最
高
の
六
一
石
余
を
持
つ
の
は
宮
下
家
本
家

で
あ
る
。
当
家
の
初
代
没
年
は
宝
永
二
年
ご
七

O
五
)
で
あ
る
か
ら
、

近
世
期
以
降
の
む
し
ろ
新
し
い
「
家
」
で
あ
る
。
西
組
に
は
こ
れ
よ
り
古

く
か
ら
の
「
家
」
宮
嶋
家
、
新
井
家
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
寛
文
期
に

は
五

O
J
一
O
O石
近
い
高
請
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
明
和
期
ま
で
に

経
済
力
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
に
代
っ
て
宮
下
家
が
経
済

力
を
強
化
す
る
に
至
っ
た
。
以
上
の
諸
点
に
よ
り
、
東
組
で
は
旧
家
で
あ

り
ま
た
有
力
分
家
を
創
出
し
て
き
た
町
田
I
家
が
経
済
的
に
も
社
会
的
に

も
随
一
の
権
威
あ
る
「
家
」
と
し
て
君
臨
す
る
と
い
う
特
徴
を
示
し
て
お

り
、
こ
れ
に
対
し
て
西
組
で
は
新
興
の
「
家
」
で
あ
り
、
し
か
も
町
田
I

家
ほ
ど
に
は
石
高
集
積
の
な
い
宮
下
家
を
頂
点
と
し
て
、
組
の
中
心
的
構

成
員
は
む
し
ろ
一

O
石
か
ら
一
玉
石
程
度
の
「
家
」
で
あ
る
と
い
う
特
徴

を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
本
稿
が
直
接
対
象
と
す
る
時
期
、

近
世
末
期
の
両
組
の
土
地
保
有
の
状
態
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
3
表
と
第
4
表
は
、
明
治
期
以
降
の
両
組
の
持
高
別
階
層
構
成
の
動

向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
細
か
な
年
次
別
の
資
料
が
得
ら
れ
な
い
の
で

不
備
な
点
が
あ
る
が
、
傾
向
を
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
さ
て
東

組
で
は
持
高
の
上
限
が
明
治
初
年
に
至
る
約
百
年
間
に
一
途
に
低
下
し
て

い
る
。
嘉
永
期
に
は
、
明
和
期
に
あ
っ
た
一

O
O石
、
一
五

O
石
を
上
下

し
た
高
持
ち
が
、
す
べ
て
消
失
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
両
年
次
聞
の
持
高

移
動
は
、
一
六
九
石
三
斗
七
升
↓
六
七
石
六
斗
五
升
四
合
、
八

O
石
九
斗

七
升
↓
一
二
石
六
斗
四
升
三
合
、
五
五
石
九
合
↓
二
斗
三
升
六
合
、
二
玉

石
六
斗
二
升
↓
四
石
四
斗
四
升
四
A
口
等
で
あ
る
。
ま
た
一
三
一
石
四
斗
一

升
八
合
の
持
高
を
示
し
て
い
た
町
田
I
家
の
分
家
は
文
化
期
頃
、
農
業
を

放
棄
し
武
士
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
酋
組
に
お
い
て
も
明
和
期
に
六
一

石
九
斗
四
升
を
持
っ
て
い
た
宮
下
本
家
は
、
文
政
期
に
は
一
六
石
ニ
斗
一

升
三
合
と
持
高
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
和
期
以
降
の
両
組

は
上
層
農
の
落
層
化
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
点
を

述
べ
て
お
こ
う
。

東
組
の
資
料
に
数
通
の
「
潰
れ
」
証
文
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
明
和

|
文
化
期
間
に
「
潰
れ
」
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
、
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東組の持高別階層構成の動向第 3表西組の持高別階層構成の動向第4表

150石以上 l戸 戸 戸

100~150 1 
90~100 

80~ 90 
70~ 80 
60~ 70 2 
50~ 60 1 
40~ 50 1 
30-40 2 1 
20-30 l 2 1 
10-20 4 8 5 
5~ 10 9 5 6 
。~ 5 46 35 35 

明治
初期

販一昨
明和
4年

蒋高
段階

60石以上 1戸 戸 戸 戸

50~60 1 

40~50 

30~40 

20~30 2 1 

15~20 2 1 1 

1O~15 8 4 4 3 

5~10 9 9 7 10 

0~5 32 43 53 56 

冗殆
2年

京一昨
文責
?年

明和
4年

持扇
階層

4

出……

一
4

一
石
川
一
四
一
一
一
臥

吋
コ
叶
一
和
問

合
一
合
一
高
一
明
び

数
一
高
一
村
一
宝

戸
一
一
持
一
一

i

50 

3
一

4
-

巧

d

-

z

d

一

q
d
-
y
i

一

ヮ
“
一
つ
d

-

「
ー
ー

-

A

唯
一
つ
υ

-

一

-
n
b

一つ
μ

一

一ヴ
d

-

・
一
・
-

一

-

A
佳

一

唱

i

-

一
一
ヮ
“
一

qυ

一

一
一
ヮ
“
一

q
u
-

一

一

A
唯
一
つ
“
一

-

-

q

u

-

d

包

-

一
n
u
-
-

一
・
-

-
6
-
1
-
5

一

一

一

の
L
-
q
u

一

一

一

ηδ

一
qo

一

一

一

nu
一
ワ
ム
一

一
1

一
石
♂
一
イ
一

一
5

一
6
一
日
一
巳

↑

一

2
一

3

一
司

司
町
立
叶
寸
l
世

A
口

一

ム

ロ

一

東

数

一

志

向

一

じ

戸
一
持
一

E

71 

村高

最
も
大
高
持
の
そ
れ
が
、
町
田

I
突
に
お
い
て
安
永
四
年
こ
七
七
五
)

に
起
き
て
い
る
。
当
家
の
持
高
は
、
そ
の
時
一
六
八
石
余
で
あ
っ
た
。
こ

れ
と
前
後
し
て
明
和
四
年
塩
島
家
(
当
時
持
高
|
|
以
下
同
じ

|
l
一
七

石
九
斗
一
升
六
合
)
、
天
明
二
年
(
一
七
八
二
)
町
田
l
家
分
家
(
一
二

石
七
斗
六
合
)
、
さ
ら
に
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
に
は
、
い
っ
せ
い
に

六
件
の
「
潰
れ
」
の
事
例
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
「
潰
れ
」
は
た
だ
ち

に
本
百
姓
と
し
て
の
資
格
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
絶
家
に
及
ん
だ

例
も
少
な
い
。
町
田
I
家
本
家
に
よ
る
「
潰
れ
」
願
い
書
「
口
上
之
覚
」

(
宛
先
は
村
役
人
)
に
よ
れ
ば
、
連
年
の
不
作
に
よ
る
小
作
料
未
進
等
の

地
主
経
営
の
不
振
と
屋
敷
の
出
火
を
契
機
と
し
た
金
融
上
の
破
綻
が
、
そ

の
原
因
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
五
ヶ
年
之
内
漬
同
様
ニ
罷
成
」

こ
の
間
「
御
年
貢
役
勤
被
下
」
と
し
て
、
年
貢
皆
済
の
後
の
余
剰
分
で
借

金
及
び
利
子
を
払
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
村
役
人
に
願
い
出
て
い
る
。
「
潰

れ
」
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
年
限
づ
き
の
も
の
で
あ
る
。
当
家
の
よ
う
な

大
高
持
が
潰
れ
て
も
、
そ
の
田
畑
を
購
入
で
き
る
ほ
ど
の
財
力
を
持
っ
た

も
の
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
処
遇
の
一
要
因
と
な
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
相
次
ぐ
「
潰
れ
」
の
発
生
に
よ
っ
て
東
組
自
体

の
再
生
産
が
危
ぶ
ま
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
関
連
文
書
が
如
実
に
物

〔

l
)

語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
村
の
荒
廃
現
象
は
入
作
高
の
増
加
に
も
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
第
3

・4
表
が
一
不
す
よ
う
に
、
明
和
期
に
は
皆
無
で
あ
っ
た

入
作
高
が
、
そ
れ
以
降
増
加
し
て
い
る
。
北
方
に
善
光
寺
、
南
方
に
は
松

代
町
の
各
市
場
を
一
里
以
内
の
距
離
に
ひ
か
え
て
、
商
品
、
貨
幣
経
済
の

近
在
村
々
へ
の
浸
透
が
顕
著
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
入
作
高
の
増
大
と
土
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襲
撃
村
の
範
囲
を
越
え
て
語
れ
、
貨
幣
経
済
が
社
会
的
に
展
開
し

て
き
で
い
る
と
い
う
事
実
が
わ
か
る
。
と
同
時
に
村
外
で
、
よ
り
発
達
し

た
商
人
及
び
高
利
貸
の
存
在
を
も
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
高
持
ち

の
聞
に
頻
発
し
た
「
潰
れ
」
は
、
こ
の
よ
う
な
市
場
の
拡
大
過
程
で
、

村
内
の
有
力
者
と
し
て
市
場
に
関
与
し
な
が
ら
も
、
十
分
に
乗
り
切
れ
な

か
っ
た
た
め
の
経
済
的
破
綻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
東
組
、
西
組
に
お
い
て
明
和
期
以
降
に
新
興
す
る
上
層
農
が
台
頭

の
き
ざ
し
を
み
せ
る
の
は
天
明
期
を
前
後
し
た
頃
で
あ
る
。
東
組
の
小
林

I
家
、
町
田
日
家
、
西
組
の
宮
下
家
分
家
藤
吉
家
等
が
代
表
的
で
あ
る
。

東
組
の
ニ
家
の
土
地
集
積
は
明
和
|
嘉
永
聞
で
五
石
四
斗
七
升
七
合
↓
三

二
石
八
斗
二
升
一

A

合
(
小
林
I
家
)
、
六
石
八
斗
九
升
九
合
↓
六
三
石
六

斗
一
升
四
合
(
町
田
E
家
)
と
い
う
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
藤
吉
家
は
二
ニ

石
八
斗
余
(
明
和
四
年
)
↓
二
七
石
二
斗
余
(
文
政
期
)
↓
四
五
石
三
斗

余
(
嘉
永
五
年
)
↓
五
二
石
四
斗
余
(
元
治
二
年
)
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
両
組
と
も
に
上
昇
し
て
い
く
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
階
層
構

成
の
全
体
的
動
向
と
し
て
は
、
両
組
問
の
著
し
い
差
異
が
依
然
と
し
て
存

続
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
東
組
で
は
、
嘉
永
六
年
時
点
で
の
最
高
の

高
請
を
行
っ
て
い
る
の
は
明
和
期
と
同
様
町
田
I
本
家
(
六
七
石
六
斗
五

升
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
組
の
嘉
永
期
に
は
、
藤
吉
家
が
他
を
引

き
離
し
て
首
位
の
座
を
確
保
す
る
。

ま
た
東
西
両
組
を
特
徴
・
つ
け
る
他
の
要
件
と
し
て
は
高
誇
戸
数
の
増
加

が
注
目
さ
れ
る
。
明
和
|
嘉
永
聞
に
西
組
で
は
三
八
戸
か
ら
五
二
戸
へ
と

増
加
し
た
の
に
対
し
、
東
組
で
は
三
二
戸
か
ら
一
三
ハ
一
戸
へ
と
停
滞
的
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
西
組
に
つ
い
て
は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
浸

透
が
下
層
(
無
高
を
含
め
て
)
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
変
動

が
よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
東

組
で
は
‘
近
世
末
期
の
経
済
変
動
が
下
層
に
ま
で
十
分
に
及
び
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
う
し
た
両
組
の
階
層
構

成
に
み
る
特
徴
を
、
次
節
で
は
家
族
再
生
産
の
物
的
基
盤
と
い
う
観
点
か

ら
と
ら
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)

文
化
九
年
東
組
で
六
人
の
「
潰
れ
」
が
出
た
際
村
役
人
連
印
で
代
官
所
宛

に
文
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
内
に
「
:
:
:
当
村
・
・
:
:
大
小
人
別
四
捨
五

入
在
之
候
其
内
六
人
之
者
不
残
相
潰
候
而
者
開
作
茂
出
来
仕
兼
:
・
:
・
」
と
記

さ
れ
て
い
る
・

(
2
}

時
期
的
に
は
ず
れ
る
が
弘
化
か
ら
安
政
に
至
る
約
十
年
間
の
商
組
で
移
動

し
た
田
畑
屋
敷
地
及
び
貨
幣
は
、
内
消
印
の
あ
る
も
の
を
除
い
て
百
二
石
七

斗
余
、
代
金
に
し
て
千
三
百
両
余
り
に
及
ぶ
。
ま
た
借
金
証
文
の
内
の
七
割

は
村
外
の
者
と
か
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
末
期
に
お
け
る
家
族
再
生
産
の

物
的
基
盤

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
村
で
支
配
的
な
家
族
の
存
在
形
態
は
直
系
小

家
族
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
本
来
的
に
は
、
農
業
経
営

形
態
に
お
け
る
小
農
経
営
の
成
立
を
前
提
と
し
、
特
定
規
模
の
土
地
保
有

に
基
づ
く
、
保
有
地
と
直
系
小
家
族
労
働
力
の
結
合
体
と
い
う
性
格
を
有

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
地
主
小
作
関
係
の
形
成
・
展
開
過

程
に
お
い
て
は
土
地
の
商
品
化
の
進
展
と
と
も
に
、
家
族
と
そ
れ
自
ら
の

保
有
地
と
の
分
離
過
程
が
進
行
す
る
。
典
型
的
に
は
地
主
経
営
の
発
展
過

程
で
創
出
さ
れ
る
無
高
か
あ
る
い
は
零
細
な
、
そ
れ
の
み
で
は
家
族
を
再
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西組の家族員数と持高の関係

1 1 

つ

81 2 1 

1家 714
族|

長6J 3 3 

丈 51731 1 

41 5 1 

第2図

10 

9 

来組の家族員数と持高の関係

1 1 

1 1 1 

2 

1 1 

第3図

10 

9 

家
族
民
数
(
人
)

己()::い 41J:;0 5 !O 

持高(石)

注嘉永6i1調べ。

10 ~() 30 40 50 60 70 
持高(石)

5 

d: :嘉永 5年調べ。

生
産
す
る
に
は
不
十
分
な
地
片
し
か
な
い
、
従
っ
て
小
作
人
と
し
て
自
己

を
再
生
産
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
家
族
が
存
す
る
。
近
世
末
期
の
大
塚

村
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
家
族

l
!こ
の
形
態
は
い
ぜ
ん
直
系
小
家
族

で
あ
る
が

l
lと
土
地
と
の
分
離
が
顕
著
に
進
展
し
て
い
る
。

家
族
と
土
地
と
の
分
離
を
、
家
族
員
数
と
持
高
と
の
議
離
と
い
う
観
点

か
ら
と
ら
え
る
と
第
2
、
3
図
の
よ
う
に
な
る
。
東
組
西
組
と
も
に
、
一

人
か
ら
十
人
ま
で
の
家
族
員
数
を
と
り
、
そ
の
う
ち
最
も
多
数
の
戸
数
を

示
す
持
高
層
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
一
石
以
下
で
あ
る
。
ま
た
再
生
産

可
能
な
持
高
を
一
人
一
石
と
し
て
、
二
人
家
族
で
は
ニ
石
と
い
う
よ
う
に

家
族
員
数
に
照
応
さ
せ
て
、
保
有
地
の
み
で
再
生
産
可
能
か
否
の
境
界
線

を
引
い
て
み
た
(
実
線
)
。
そ
う
す
る
と
東
組
で
は
五
八
・
五
%
(
五
三
戸

の
う
ち
一
二
一
一
戸
)
、
西
組
で
は
七
九
・
一
%
(
六
七
戸
の
う
ち
五
三
戸
)
が

否
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
両
組
と
も
に
土
地
と
家
族
の
分
離
は

進
行
し
て
お
り
、
大
半
の
家
族
が
自
作
地
で
生
計
を
維
持
し
え
な
い
と
い

う
土
地
保
有
の
状
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
推
計
と
し
て
出
し
た
東
組
で
は
全
戸
数
中
五
八
・
五
%
の
家
族
、

西
組
で
は
同
じ
く
七
九
・
一
%
の
家
族
が
、
生
計
を
維
持
す
る
手
段
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
小

作
で
あ
る
。
当
村
で
地
主
小
作
関
係
の
展
開
の
実
態
を
知
る
資
料
は
乏
し

い
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
一
般
的
事
実
と
し
て
、
こ
の
点
は
当
村
で
も
前

提
と
し
て
扱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
村
の
問
題
は
、
生
計
を
維
持

す
る
手
段
が
小
作
の
み
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
小
作
以
外
の
手
段
、
す
な
わ
ち
無
高
か
又
は

零
細
な
耕
地
片
し
か
持
た
な
い
家
族
の
再
生
産
の
物
的
基
盤
の
あ
り
か
た
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年

は
東
組
と
西
組
で
は
具
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
が
あ

る
。
農
業
生
産
に
お
い
て
同
じ
く

自
立
し
得
な
い
と
い
っ
て
も
、
先

に
示
し
た
五
八
・
五
%
(
東
組
)
と

七
九
・
一
%
(
西
組
)
と
い
う
差
具

の
背
景
に
は
、
そ
れ
ら
の
家
族
の

創
出
過
程
ま
た
は
そ
れ
ら
家
族
の

再
生
産
条
件
が
、
東
組
と
西
組
で

は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

組
切
り
の
頭
初
よ
り
、
東
組
請
高
は
西
組
の
そ
れ
よ
り
ほ
ぼ
二
倍
の
大

き
さ
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
を
嘉
永
期
の
二
戸
当
た
り
、
一
人
当
た
り
の

平
均
持
高
で
み
る
と
、
東
組
で
は
七
石
八
斗
五
升
一
合
と
一
石
八
斗
四

合
、
西
組
で
は
三
石
六
斗
八
升
四
合
及
び
七
斗
三
升
六
合
と
な
り
、
両
方

と
も
東
組
が
西
組
の
倍
以
上
の
持
高
を
示
し
て
い
る
。
東
西
両
組
を
比
較

す
れ
ば
も
と
も
と
西
組
の
方
が
人
口
、
戸
数
に
対
し
て
土
地
が
狭
陸
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
た
め
に
西
組
の
家
族
の
再
生
産
条
件
が
よ
り
劣
悪
で
あ

っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
例
示
す
る
も
の
と
し

て
総
人
口
と
総
戸
数
の
動
向
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
5
、
6
表
に
よ
れ
ば
東

組
で
は
戸
数
人
口
と
も
に
減
少
の
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
組
で
は

増
加
の
傾
向
が
あ
る
。
特
に
西
組
の
人
口
に
つ
い
て
は
寛
政
十
一
年
か
ら

慶
応
四
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
半
世
紀
余
を
経
過
す
る

間
に
約
二
八
%
増
、
実
数
で
は
七
三
人
の
増
加
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
間
一
人
当
た
り
持
前
は
、
当
然
減
少
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
点
よ
り
東

65戸

戸数

東組の人口戸数の動向

50 

注宗門人別改版，軒別人別五人組。

改帳による.

54 

人口次

文化9年

嘉永6年

慶応4年

第5表

西組の人口，戸数の動向

年

60戸

戸数

60 

62 

62 

63 

68 

65 

67 

68 

注;宗門人~IJ改帳.軒別人別五人組

改帳による.

以下.人口.戸数に関するもの

は同じ資料による.

265人

295 

263 

313 

272 

327 

320 

335 

338 

人口次

文化4年

文政6年

文政12年

寛政11年

享和 2年

弘化 2年

嘉永 6年

安政7年

慶応4年

第 E表組
に
対
し
て
西
組
で
は
、
家
族
再
生
産
の
一
条
件
と
し
て
の
土
地
は
狭
陰

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
家
族
再
生
産
の
動
向
(
停
滞
的
か
、
拡
大
的

か
等
々
)
の
規
定
要
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
の

点
を
つ
ぎ
に
人
口
増
加
に
つ
い
て
、
年
齢
構
成
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら

み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
7
・

8
表
は
東
組
で
は
四
二
年
(
文
化
九
年
|
嘉
永
六
年
)
、
西
組

で
は
五
六
年
(
寛
政
十
一
年
|
安
政
二
年
)
の
間
隔
を
も
っ
年
次
問
の
年

齢
構
成
の
変
化
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
表
中
の
指
数
は
、
両
組
と
も

に
始
め
を
一

O
Oと
し
て
い
る
。
両
表
に
よ
る
と
、
両
組
と
も
総
人
口
の

増
加
(
西
組
)
、
減
少
(
東
組
)
は
、
各
年
齢
層
に
お
い
て
も
大
半
の
年

齢
層
で
の
増
加
(
西
組
)
と
減
少
(
東
組
)
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
各
年
齢
層
を
個
別
に
と
ら
え
て
い
く
と
一
律
に
は
把
握
で
き
な
い
さ

ま
ざ
ま
な
傾
向
を
看
取
で
き
る
。
同
組
の
個
別
年
齢
層
ご
と
の
指
数
を
み

る
と
第
一
に
四

O
歳
以
上
に
関
し
て
は
両
組
問
に
大
き
な
傾
向
上
の
相
異

を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
五

O
歳
以
上
に
つ
い
て
は
東
組
で
は
人
口
総



281 近世末期農村における「家」及び家族の一考察

第7表東組の年令構成の変化 〈単位 2人〉

文化 9 年 嘉永 6 年

数 男 女 総 数 男 女

70歳以上 14 (100) 4 10 17 (121) 6 11 

60- 15 (100) 4 11 12 (80) 9 3 

50- 29 (100) 14 15 33 (114) 13 20 

40- 46 (100) 23 23 34 (74) 17 17 

30- 45 (100) 20 25 28 (62) 14 14 

20- 36 (100) 19 17 45 (125) 23 22 

10- 61 (100) 28 33 47 (77) 25 22 

10歳以下 40 (100) 28 12 37 (93) 15 22 

計 I286 (100) 140 卜46 253 (88) I 122 131 

第8表西組の年令構成の変化 〈単位:人〉

寛政 11 年 安政 2 年

数 男 女 給、 数 男 女

70歳以上 15 (100) 11 4 21 (140) 5 16 

60- 26 (100) 13 13 26 (100) 14 12 

50- 27 (100) 14 13 32 (118) 14 18 

40- 42 (100) 18 24 34 (81) 20 14 

30- 34 (100) 16 18 58 (171) 33 25 

20- 40 (100) 16 24 51 (128) 30 21 

10- 44 (100) 27 17 58 (132) 25 33 

10歳以下 37 (100) 31 6 55 (149) 33 22 
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数
が
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
増
加
さ
え
し
て
い
る
。
西
組
で
は

同
じ
く
増
加
は
し
て
い
る
が
、
人
口
総
数
の
増
加
の
割
合
ほ
ど
で
は
な

い
。
ま
た
四

O
歳
代
を
み
る
と
、
両
組
と
も
に
減
少
し
て
く
る
。
西
組
で

は
他
が
総
じ
て
増
加
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
減
少
が
よ
り
目
立
っ
て
い

る
。
従
っ
て
東
西
両
組
の
聞
に
後
者
の
年
次
(
嘉
永
六
年
と
安
政
二
年
)

よ
り
ほ
ぼ
半
世
紀
以
前
す
な
わ
ち
文
化
期
前
半
(
一
九
世
紀
初
頭
)
ま
で

は
人
口
の
動
態
l
こ
れ
を
説
明
す
る
人
口
論
的
諸
契
機
(
出
生
率
、
死
亡

率
等
)
は
不
明
で
あ
る
が
ー
の
う
え
で
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
。
た
だ

文
化
期
の
後
半
で
は
両
組
と
も
に
停
滞
な
い
し
減
少
の
き
ざ
し
が
見
ら
れ

る
(
四

O
歳
代
の
指
数
が
低
い
)
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
文
化

期
後
半
に
つ
い
て
は
出
生
率
の
低
下
あ
る
い
は
幼
児
死
亡
率
の
増
加
が
あ

っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
家
族
の
再
生
産
条
件
が
悪
化
し

た
こ
と
が
同
時
に
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
み
た
「
潰
れ
」
の
頻

発
に
よ
っ
て
村
の
再
生
産
自
体
が
危
機
的
状
態
を
示
し
て
い
た
こ
と
と
符

合
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

さ
て
三

O
歳
代
以
下
に
つ
い
て
は
東
組
と
商
組
で
は
異
な
る
様
相
を
示

し
て
い
る
。
特
に
三

O
歳
代
に
つ
い
て
は
両
組
の
差
異
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
以
下
の
各
年
齢
層
も
、
西
組
で
は
増
加
が
あ
る
の
に
対
し
て
東
組
で

は
減
少
し
て
い
る
。
以
上
の
点
を
再
び
第
5
・
6
表
に
関
し
て
と
ら
え
返

し
て
み
る
と
西
組
で
は
寛
政
|
文
化
聞
で
若
干
の
人
口
の
増
加
傾
向
が
あ

っ
た
が
文
化
|
文
政
聞
で
減
少
傾
向
を
示
す
。
し
か
し
文
政
期
以
降
は
順

調
な
人
口
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
東
組
で
は
文
化
期
そ
れ
も
後
半
に

入
っ
て
か
ら
減
少
傾
向
を
示
し
た
以
降
、
嘉
永
期
に
至
つ
で
も
な
お
、
そ

の
減
少
傾
向
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

再
び
第
7
・
8
表
に
よ
っ
て
三

O
歳
代
以
上
の
人
口
増
減
を
男
女
別
に

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
西
組
に
つ
い
て
は
三

O
歳
代
は
男
女
と
も
に
増
加

し
た
。
し
か
し
男
子
の
増
加
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
ニ

O
歳
代
に
つ
い
て

も
男
子
の
方
に
増
加
が
あ
っ
た
。
し
か
し
十
歳
代
及
び
そ
れ
以
下
に
つ
い

て
は
女
子
の
糟
加
が
著
し
い
。
西
組
に
お
け
る
人
口
増
加
は
主
と
し
て
二

ot三
O
歳
代
の
男
子
の
増
加
、
及
び
ニ

O
歳
以
下
の
女
子
す
な
わ
ち
未

婚
の
女
子
の
増
加
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
東
組
と
比

べ
て
み
る
と
、
東
組
の
各
年
齢
層
を
お
お
う
減
少
に
つ
い
て
は
再
言
す
る

ま
で
も
な
い
が
、
男
女
別
に
し
て
も
注
目
す
べ
き
変
動
は
な
い
。
た
だ
十

歳
未
満
の
女
子
に
つ
い
て
は
西
組
に
似
た
増
加
傾
向
の
き
ざ
し
が
み
ら
れ

る
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
次
に
上
記
の
点
が
東
西
両
組
の
家

族
の
実
態
に
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
家

族
構
成
及
び
家
族
員
数
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
9
表
の
東
西
両
組
の
家
族
構
成
の
動
向
で
第
一
に
注
目
で
き
る
の

は
、
西
組
に
お
け
る
「
子
」
の
増
加
で
あ
る
。
一
家
族
平
均
の
「
子
」
の

人
数
は
寛
政
十
一
年
で
は
了
一
三
人
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
安
政
二

年
で
は
了
九
五
人
で
あ
る
。
二
倍
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
そ
れ
に
近

い
増
加
が
あ
っ
た
。
東
紐
で
は
文
化
九
年
と
嘉
永
六
年
を
比
べ
て
了
二

九
人
か
ら
了
六
七
人
と
増
加
が
あ
る
が
、
西
組
で
は
こ
れ
を
さ
ら
に
う

わ
ま
わ
る
増
加
が
あ
っ
た
。
ま
た
平
均
家
族
員
数
を
み
る
と
東
組
の
四
・

四
O
人
か
ら
四
・
六
九
人
へ
の
増
加
に
対
し
て
、
西
組
は
四
・
四
二
人
か
ら

五・

O
八
人
へ
の
増
加
で
あ
る
。
と
り
わ
け
西
組
に
お
い
て
増
加
が
著
し

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
両
組
と
も
に
前
者
の
年
次
に
比
べ
て
後
者
の
年

次
で
は
傍
系
家
族
が
減
少
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
族
員
数
は
場



近世末期農村における「家」及び家族の一考察283 

加
し
た
。
こ
の
増
加
は
「
子
」
の
増
加
、
続
い
て
「
孫
」
の
増
加
に
拠
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
参
考
の
た
め
に
西
組
の
家
族
員
数
の
推
移

を
第
叩
表
に
示
し
た
。
五
人
以
上
の
家
族
が
増
加
し
、
十
人
家
族
も
現
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
七
人
家
族
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が

知
ら
れ
る
。
家
族
員
数
が
比
較
的
多
い
家
族
に
つ
い
て
事
例
を
あ
げ
て
お

く
。
数
字
は
年
齢
を
示
し
、

O
印
は
女
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
各
事
例
の
持
高
を
あ
げ
る
と

1
は
無
高
、

2
は
四
石
二
升
二
合
、

3
は
一
石
三
斗
一
升
三
A
口
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
保
有
地
で
家
族
を
養
う
こ

八
事
例

1
V

八
事
例

2
V

59=@ 

3L2i 占占

69=⑬ 

34=⑧ 26 ⑫ 

13 ⑤⑩ 3 

(単位:人〉

東両副1主西 組
文化9年 政時|安政2年

世 帯 主 65 54 60 66 

配 偶 者 46 36 42 49 

子 84 90 68 129 

子の配偶者 9 15 12 18 

孫 8 22 10 27 

父 3 3 4 4 

母 26 13 21 21 

兄弟姉妹 21 9 16 15 

兄弟姉妹の配偶者 4 2 4 1 

甥 姪 12 1 12 4 

干旦 父 母 2 2 2 
1 

f白 父 母 2 1 3 

伯父母の配偶者 1 2 

従兄弟姉妹 3 5 

従兄弟の配偶者 1 

従 甥 姪 l 

厄 介 3 

厄介の肥偶者 1 

厄介の子 1 

不 明 2 

計 286 253 265 335 

平均家族員数 4.40 4.69 4.42 5.08 

東西両組の家族構成の動向第9表

|八
20事

例
3 
V 

26 

l
l
l
n
u
 

qo 
a
R
1
 

1
 
9
d
 ⑧

凡
注:文化9年，寛政11年は宗門人別改帳

嘉永 6年安政2年は軒別人別五人組

改張より作成.
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3 

2 

9 

6 

と
は
で
き
な
い
。
小
作
や
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
生
計
を
保
っ
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
家
族
で
あ
る
。

2
は
馬
一
匹
を
持
ち
紺
屋
を
商
っ
て
い

る
。
馬
の
用
途
は
近
隣
で
農
外
稼
ぎ
と
し
て
発
達
し
て
い
た
手
馬
と
い
う

駄
賃
馬
稼
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
手
馬
は
村
内
へ
の
日
用
雑
貨
品
の
流
入
手
段

と
し
て
も
、
流
通
経
済
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
相
当
に
高
率
な
貨
幣
収
入

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
農
家
の
二
、
三
男
に
よ
り
行
わ

れ
「
一
頭
切
馬
あ
れ
ば
、
無
一
文
の
水
呑
百
姓
も
優
に
一
家
を
養
ひ
江

た
り
し
な
り
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の

2
の
場
合
は
お
歳
の
弟
が
手
馬
稼
ぎ

を
行
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

3
は
四
人
の
弟
の
内
三
人
が
東
寺
尾
村
、
広

田
村
、
下
氷
鈎
村
(
い
づ
れ
も
一

t
三
村
隔
て
る
程
の
近
隣
の
村
々
)
へ
一

年
季
奉
公
に
出
て
い
る
。
こ
の
当
時
剖
歳
の
弟
は
後
に
松
代
御
安
町
へ
奉

公
に
出
た
が
、
残
っ
た
二
人
の
弟
は
2

終
生
を
傍
系
家
族
の
ま
ま
で
送
っ

て
い
る
。
西
組
の
家
族
員
数
の
増
加
と
い
う
事
態
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ

う
に
傍
系
家
族
あ
る
い
は
子
女
が
、
わ
ず
か
な
耕
地
し
か
な
い
家
族
に
と

っ
て
家
計
補
助
的
労
働
力
と
し
て
不
可
欠
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

60(100.ωI 66 (100. 0) 

こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
女
子
に
つ
い
て
は
文
化
年
間
前
後
か
ら
本
格
的
に
発
展
を
遂
げ
た

ハ
2
)

製
糸
業
へ
の
従
事
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
製
糸
業
の
生
産
形
態
は
糸
元
師

と
多
数
の
挽
子
と
に
よ
る
原
料
前
貸
関
係
を
中
心
と
し
た
賃
挽
制
を
と
っ

て
い
た
。
文
政
二
年
に
は
糸
元
師
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
い
る
が
、
糸
元
師

は
大
塚
村
に
も
一
軒
あ
っ
た
。
挽
子
は
若
い
女
子
が
主
体
で
、
生
糸
を
挽

い
て
一
日
一

O
文
以
上
の
収
益
を
あ
げ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
当
村
に
も

こ
の
よ
う
な
挽
子
が
存
し
、
農
家
の
家
計
補
助
的
な
女
子
労
働
力
と
し
て

の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
推
定
可
能
で
あ
る
。
一

O

歳
代
及
び
そ
れ
以
下
の
女
子
人
口
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た

点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
未
婚
の
女
子
と
し
て
製
糸
業
の
発
達
と
と
も
に

以
前
に
も
増
し
て
重
宝
が
ら
れ
た
結
果
、
人
口
に
お
い
て
も
増
大
が
み
ら

れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
外
稼
ぎ
が
家
計
補
助
的
労
働
と
し
て
展
開
す
る
半
面
に
は
家
族
の
土

地
か
ら
の
分
離
過
程
が
あ
る
。
こ
の
両
者
の
展
開
は
村
内
に
浸
透
し
た
商

品
及
び
貨
幣
経
済
の
展
開
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
近
世
末
期
の
当
村
に
お

い
て
は
、
そ
の
展
開
と
同
時
に
家
族
員
の
「
賃
労
働
者
化
」
が
進
行
し
た

と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
家
族
は
、
自
ら
の
存
続
条
件
を
保
有
地
に
、
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
「
商
品
化
」
に
結
び
つ
く
可
能
性
を
持
っ
た
家
族
労
働

〈

3
)

力
に
こ
そ
見
出
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に

近
世
末
期
の
当
村
で
、
保
有
地
を
基
盤
と
し
て
再
生
産
を
行
い
得
な
い
家

族
は
、
東
組
で
は
総
戸
数
の
ほ
ぼ
半
数
、
西
組
で
は
八
割
を
占
め
る
。
し

か
も
耕
地
が
よ
り
狭
院
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
組
で
は
よ
り
人
口

特
に
労
働
人
口
の
増
加
を
み
、
ま
た
保
有
地
と
い
う
家
族
再
生
産
の
物
的

合計
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基
盤
が
極
め
て
不
十
分
に
し
か
権
保
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
族
員

数
の
増
加
を
示
し
て
い
た
。
家
族
員
数
、
特
に
そ
れ
に
占
め
る
労
働
人
口

の
増
加
こ
そ
、
東
組
に
比
べ
西
組
に
お
い
て
家
族
再
生
産
の
物
的
基
盤
と

し
て
の
保
有
地
の
意
義
の
後
退
を
示
す
指
様
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
保
有

地
に
か
わ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
貨
幣
収
入
と
結
合
可
能
な
労
働
力
が
意
義

を
糟
大
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
見
な
し
得
る
。
以
上
近
世
末
期
の
東
西
両
組
の

家
族
の
状
態
を
、
そ
の
再
生
産
の
物
的
基
盤
と
い
う
観
点
か
ら
う
か
が
っ

て
み
た
。
そ
こ
で
東
組
と
西
組
で
展
開
し
て
い
る
異
な
る
傾
向
を
想
定
で

き
た
と
思
う
。
次
節
で
は
こ
の
よ
う
な
家
族
の
状
態
の
変
化
が
、
「
家
」
に

お
い
て
い
か
に
反
出
帆
し
て
い
る
か
と
い
う
点
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。(

1
)

『
仁
礼
村
誌
』
四
二
頁
但
し
こ
の
表
現
に
は
誇
張
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
2
)

『
日
本
産
業
史
大
系
』
北
信
地
方
の
製
糸
業
一
九
九
頁
。

(
3
)

家
族
の
土
地
か
ら
の
分
離
と
い
っ
て
も
、
近
世
末
期
で
は
、
そ
の
端
初
が

う
か
が
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
無
高
と
は
い
え
、
豊
富
な
家
族
労
働

力
が
あ
っ
た
こ
と
を
一
条
件
と
し
て
、
石
高
集
積
を
行
っ
て
い
く
「
家
」
の

事
例
も
あ
る
。
土
地
を
獲
得
し
て
自
ら
の
安
定
性
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
動

き
は
絶
え
ず
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

分
家
の
存
立
条
件
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本
稿
で
は
近
世
農
村
に
お
け
る
「
家
」
の
本
来
的
な
存
立
条
件
を
保
有

地
に
お
い
て
い
る
。
こ
れ
を
分
家
創
設
行
為
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る

な
ら
ば
、
近
世
農
村
に
お
け
る
分
家
が
往
往
に
し
て
土
地
分
与
を
伴
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
「
家
」
と
土
地
保
有
の
結
合
関
係
を
例
証
す
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
分
家
創
設
は
分
家
H

「
家
」
と
し
て
分
出
さ
れ
る
側
と
本
家

H
分
出
す
る
側
の
平
等
な
立
場
で
行
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
本

家
を
主
導
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
分
地
を
伴
う
と
い
っ
た
場
合
で

も
、
本
家
が
分
地
を
す
る
こ
と
に
よ
る
何
ら
か
の
利
益
を
見
越
し
た
う
え

で
行
う
と
い
う
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
世
期
の
前
半
で
な
さ

れ
た
分
割
相
続
(
初
期
の
均
分
相
続
を
含
む
)
か
ら
単
独
相
続
へ
の
移
行

の
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
「
家
」
を
主
体
と
し
た
自
ら
の

〔

l
〉

保
有
地
へ
の
独
占
的
な
継
承
へ
の
要
求
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

し
か
し
分
家
創
設
の
行
為
の
契
機
を
単
に
土
地
保
有
の
面
か
ら
だ
け
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
他
の
諸
契
機
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は

い
え
富
の
物
的
基
盤
が
土
地
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
分
与
地
を
伴
わ

な
い
分
家
は
「
家
」
と
し
て
の
自
立
の
い
っ
さ
い
の
基
盤
を
欠
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
近
世
農
村
に
典
型
的
な
分
家
は
分
与

(
2〉

地
を
伴
な
う
と
い
う
設
定
の
も
と
で
、
近
世
末
期
の
大
塚
村
の
分
家
と
そ

の
土
地
保
有
の
実
態
を
問
題
に
し
た
い
。

さ
て
大
塚
村
に
お
い
て
は
文
化
期
頃
よ
り
新
た
に
創
設
さ
れ
た
分
家
に

〈

3
)

は
、
別
家
と
い
う
身
分
肩
書
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
組
と
西
組

の
当
時
の
分
家
に
共
通
に
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
西
組

に
限
つ
て
は
、
借
屋
と
い
う
身
分
肩
書
が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
東

組
で
も
借
屋
の
「
家
」
が
一
軒
あ
っ
た
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
分
家
で

は
な
か
っ
た
。
以
下
、
こ
の
借
屋
及
び
別
家
に
つ
い
て
東
組
と
西
組
の
比

較
検
討
を
通
し
て
、
分
家
の
存
立
条
件
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
を
と
ら
え

る
こ
と
と
す
る
。

西
組
の
別
家
と
借
屋
に
共
通
す
る
事
実
は
、
そ
れ
ま
で
一
つ
の
家
屋
に



286 

包
摂
さ
れ
て
い
た
家
族
員
(
主
と
し
て
男
子
)
が
婚
姻
な
ど
を
直
接
の
契

機
と
し
て
住
居
の
分
離
と
い
う
形
態
を
と
り
、
あ
る
程
度
自
立
し
た
新
た

な
生
活
単
位
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
七

右
衛
門
家
の
事
例
が
あ
る
。
文
政
六
年
七
右
衛
門
は
長
男
力
三
郎
を
妻
子

〈
文
政
六
年
〉

ー
音
士
口

ω

ー
平
吉
川

菊
三
郎
例

七
右り
衛z い
門|倒
附|
丁
幸

郎
M 

こ
の
伺

-i
栄
三
郎

ω

=
1
1
1
1

一

l
力
三
郎
制
了
庚
古
川

と
も
ど
も
別
家
に
す
る
。
そ
の
後
力
三
郎
を
七
右
衛
門
家
の
相
続
人
に

し
、
そ
の
か
わ
り
次
男
幸
三
郎
を
別
家
と
す
る
。
文
政
六
年
ま
で
は
一
戸

で
あ
っ
た
の
が
、
以
降
力
三
郎
(
七
右
衛
門
)
家
と
幸
三
郎
家
の
二
戸
に

分
れ
て
い
る
。
次
に
力
三
郎
の
代
に
な
る
と
、
天
保
期
に
ま
ず
長
男
庚
士
口

を
借
屋
に
す
る
。
続
い
て
嘉
永
六
年
に
は
、
次
男
栄
三
郎
も
借
屋
と
し
て

〈
弘
化
二
年
〉

と
ら

ω

と
や
同

カこ
三=の
郎|同
同|
寸
与
兵
衛
(l~ 

庚や
吉=す
制 1M

しふ太
げよ郎
(6) (4) (2) 

ー
き
わ
伺

1
栄
三
郎
凶

別
居
す
る
。
と
の
事
例
に
よ
っ
て
「
家
」
か
ら
分
立
し
て
い
く
夫
婦
及
び

子
供
と
い
う
家
族
単
位
が
、
別
家
と
借
屋
と
い
う
異
な
る
身
分
肩
書
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず

家
族
の
動
態
に
お
け
る
子
供
の
独
立
ー
ー
と
い
っ
て
も
完
全
な
意
味
で
の

そ
れ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
1
ー
ー
と
い
う
実
態
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん

ど
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
立
度
は
と
も
か

く
、
新
た
な
生
活
単
位
を
形
成
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
両
者
と

も
に
分
家
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
別
家
と
借
屋

と
い
う
異
な
る
身
分
肩
書
の
も
の
を
同
質
の
分
家
と
み
な
し
て
よ
い
か
は

疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
(
傍
点
筆
者
)
。

付
加
家
に
つ
い
て

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
当
村
浄
土
宗
長
徳
寺
日
一
那
藤
士
口
二
男
弥
蔵
今
般
勝
手
を
以
親
藤
吉

居
屋
敷
地
之
内
江
家
作
仕
同
組
之
内
江
別
家
為
仕
藤
吉
請
合
判
ニ
罷
在

度
組
合
(
五
人
組
筆
者
)
熟
談
之
上
奉
願
候
尤
御
禁
製
之
御
高
訳
等

決
而
不
仕
候
間
以
御
情
願
之
通
り
被
仰
付
当
村
宗
門
人
別
御
帳
面

別
家
肩
書
被
成
下
置
候
ハ
、
難
有
仕
合
奉
存
侠
以
上

大
塚
村
西
組

安

政

三

辰

年

二

年

親

藤

吉

組
合
惣
代
円
蔵

三
役
人

(2) 
甚
之借
桑屋郡

に御
別・つ奉
宅・い行
願・て所

(
一
枚
文
書
)

親
久
右
衛
門
借
屋
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(
西
組
五
人
組
帳
の
ハ
リ
紙
)

以
上
二
つ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
別
家
と
借
屋
が
と
も
に
、
子
供
の
親
か

ら
の
居
住
家
屋
に
お
け
る
独
立
の
契
機
と
な
る
と
い
う
点
が
確
認
で
き

る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
別
家
は
川
に
よ
っ
て
文
字
通
り
新
た
に
別
れ
た

「
家
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
借
屋
と
は
別
宅
を

意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
川
w
は
明
ら
か
に
分
家

の
手
続
で
あ
る
が
、

ωは
別
宅
な
の
で
あ
る
。
別
宅
に
す
る
こ
と
即
分
家

に
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
別
家
と
借
屋
に
つ
い
て

の
、
次
の
よ
う
な
事
実
上
の
差
異
に
注
目
し
て
み
た
い
。

第
日
表
は
天
保
以
降
に
成
立
し
た
別
家
及
び
借
屋
の
嘉
永
六
年
と
慶
応

四
年
時
点
の
持
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
別
家
は
多
少
の
差
は
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
持
高
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
借
屋
は
無
高
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
別
家
と
借
屋

の
間
に
あ
る
差
異
と
は
持
高
H

土
地
保
有
の
有
無
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
別
家
の
持
高
が
分
家
創
設
時
点
で
の
土
地
分
与
に
基
づ
く
か

否
か
は
不
明
で
あ
る
。
先
の
文
書
川
に
み
る
限
り
で
は
、
分
地
は
禁
制
と

さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
分
地
に
対
す
る
禁
制
政
策
と
実
態
と
の
議
離

は
、
既
に
研
究
史
上
往
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
村
に
お
い

て
も
、
別
家
と
借
屋
の
区
別
が
創
設
時
点
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
決
し
て
分
与
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
想
定
し
得
な
い
の

で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
持
高
か
ら
判
明
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
別

家
と
借
屋
の
差
異
を
土
地
保
有
の
有
無
に
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
西
組
だ
け
を
対
象
と
し
た
考
察
を
離
れ
て
東
組
を
も
含
め
た
考

察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
第
ロ
表
は
明
和
期
以
降
の
東
西
両
組

分家した
持高

整番理号時期
嘉永6年|慶応4年

明手口4 1. 313 1. 313 

1. 34 0.138 2 
~寛政11年 0.228 0.258 3 

0.26 0.26 4 
寛政12

3.681 0.551 5 

~文化9 0.18 0.18 6 

4.886 4.886 7 

6.356 10.6075 8 
文化10 。 9 

~文政12 10 

5.946 5.946 11 

12 。 。 13 

4.058 4.058 14 

0.961 0.961 15 
天保 1

O 0.85 160 

~弘化 1 0.68 0.68 17 

2.0 。 18 。 O 190 。 200 

~弘嘉化永25 0.8 0.8 21 

。 220 。 230 

0.26 24 

嘉永6 。 250 

~慶応4
5.6 26 

2.021 27 

2.6 28 

1. 35 29 

西組の明和期以降創設された分

家の持高 f単位:石〕

第11表

平均持高い 7川 1.733 1/ 
注:整理番号の内でO印のあるのが借屋，但L別

家という身分肩書を持って分家したものは 7
番以下のものである.
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O 

第12表東西両組の分家創設件

数の動向 (単位:件)

西
r且

3 

3 

東
組

6 

2 

E

¥

 

り

d
M
叶

¥

問

、

l
J

¥

一

4
m

h
k
、-円
M
n
y

で
前
一
明
U

に
お
け
る
分
家
創
設
件
数
の
動
向
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
件
数
の
内

に
借
屋
と
し
て
分
出
し
た
も
の
の
件
数
は
除
外
し
て
あ
る
。
同
表
中
で
借

屋
は
西
組
に
だ
け
別
個
に
項
目
を
作
つ
で
あ
る
。
東
組
に
も
借
屋
が
ご
戸

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
西
組
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
意
味
で
の
借
屋
は
、

東
組
で
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
東
組
に
あ
る
唯
一
の
借
屋
は
破
産
に
よ
っ

て
無
高
に
帰
し
た
「
家
」
に
与
え
ら
れ
た
身
分
肩
書
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
家
」
は
、
そ
の
後
家
替
相
続
が
行
わ
れ
ず
、
最
後
に
残
っ
た
「
家
」
成

員
の
死
亡
に
よ
っ
て
絶
家
し
た
。
西
組
の
借
屋
と
比
べ
て
、
無
高
と
い
う

点
に
共
通
性
は
あ
る
が
、
こ
の
借
屋
と
分
家
創
設
と
は
一
応
関
連
が
な

い
。
表
中
に
西
組
の
借
屋
を
併
記
し
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
借

屋
が
、
明
ら
か
に
分
家
と
し
て
の
一
面
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る。
第
ロ
表
に
拠
つ
て
は
じ
め
に
分
家
創
設
件
数
を
み
る
と
明
和
か
ら
慶
応

ま
で
の
間
で
、
東
組
八
件
に
対
し
西
組
二
三
件
と
い
う
差
異
に
注
目
で
き

る
。
時
期
的
に
区
分
し
て
と
ら
え
る
と
文
化
期
ま
で
は
東
組
六
件
と
西
組

文政12
(1829) 

寛政11
(1899) 

弘化2
(1845) 

嘉永 6
(1855) 

文化9
(1812) 

3 

六
件
で
同
じ
件
数
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
文
政
期
頃
か
ら
著

し
い
差
が
生
じ
て
く
る
。
嘉
永
期
ま
で
に
西
組
で
は
二
一

件
あ
っ
た
の
に
対
し
、
東
組
で
は
二
件
の
み
で
あ
る
。
嘉

永
か
ら
慶
応
に
な
る
と
西
組
五
件
に
比
べ
て
、
東
組
で
は

分
家
創
設
が
全
く
行
わ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
す

る。
第
4
、
5
図
は
東
西
両
組
の
明
和
期
以
降
の
分
家
の
持

高
と
家
族
員
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
組
で
は
分
家

戸
数
が
少
な
い
と
は
い
え
、
分
家
の
大
半
が
家
族
の
再
生

産
に
足
る
保
有
地
を
持
っ
て
い
る
。
東
組
と
は
対
照
的
に
西
組
で
は
分
家

戸
数
は
多
い
が
、
大
半
は
十
分
な
保
有
地
を
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち

最
も
集
中
し
て
い
る
持
高
が
一
石
以
下
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
に
よ
っ
て
東
組
と
商
組
の
分
家
創
設
件
数
及
び
分
家
の
土

地
保
有
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

ω
分
家
創
設
件
数
に
つ
い
て
は
、
西
組
が
東
組
よ
り
圧
倒
的
に
多

い
。
そ
の
動
向
と
し
て
両
組
の
差
異
が
明
確
に
な
る
の
は
文
政
期
以
降
の

こ
と
で
あ
る
。

ω
し
か
し
土
地
保
有
状
態
に
つ
い
て
は
、
東
組
の
分
家
が
一
体
に

「
家
」
と
し
て
自
立
し
得
る
に
足
る
保
有
状
態
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
西
組
の
分
家
は
そ
の
大
半
が
一
石
以
下
の
零
細
な
保
有
地
を
持
つ
に

す
ぎ
な
い
。

ωωω
を
合
わ
せ
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、
東
組
で
は
分
家
に
お
け
る

家
族
再
生
産
に
足
る
土
地
確
保
が
十
分
に
行
わ
れ
得
な
く
な
る
と
同
時

に
、
分
家
創
設
の
動
き
が
衰
退
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
西
組
で
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明和期以降の京組の分家の家族員をえと持;印の関係

5 10 20 30 

注・嘉永5年調べO印は文化WJ以降の分家を示す. 持高(石)

第 5図 明和期以降の図組の分家の家族員数と持向の関係
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は
、
土
地
の
確
保
は
十
分
に
行
わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
家
創
設
は

引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
両
組
の
分
家
の
性
格
が
田
買
っ

て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
東
組
の
分
家
の
存
立
条
件
に

は
土
地
保
有
が
あ
っ
た
。
し
か
し
西
組
の
分
家
の
存
立
条
件
を
土
地
保
有

に
の
み
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
両
組
問
の
分
家
の
性
格
の

差
異
と
は
分
家
の
存
立
条
件
に
お
け
る
土
地
保
有
の
意
義
の
大
小
に
見
い

出
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

東
組
に
は
な
く
、
西
組
に
だ
け
あ
っ
た
借
屋
は
、
西
組
の
分
家
存
立
に

と
っ
て
の
土
地
保
有
の
意
義
の
低
下
を
端
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
は
、
土
地
保
有
に
関
し
て
別
家
と
借

屋
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
も
希
薄
に
な
っ
て
く
る
。
実
際
、
前
掲

日
表
が
一
万
す
よ
う
に
別
家
の
う
ち
に
は
無
高
と
な
る
も
の
、
家
系
を
絶
や

す
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
一
方
借
屋
の
な
か
に
は
多
少
で
あ
る
に
し
て

も
持
高
を
示
す
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
(
第
日
表
、
整
理
番
号
時
)
。

借
屋
と
別
家
の
持
高
に
お
け
る
実
質
的
差
異
は
消
失
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
み
る
と
、
借
屋
は
単
に
別
宅
と
い
う
事
実
だ
け
を
示
す
も
の

で
は
な
く
、
西
組
的
分
家
の
性
絡
を
表
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
西
組
的
分
家
と
は
、
も
は
や
土
地
保
有
の
み
を
唯
一
の
存
立
条
件

と
し
な
く
な
っ
て
い
る
分
家
で
あ
る
。

以
上
の
分
家
に
対
し
て
本
家
の
土
地
保
有
状
態
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。
東
組
で
明
和
期
以
降
分
家
創
設
を
行
っ
た
「
家
」
は
、

町
田
I
本
家
、
町
田
I
家
の
明
和
期
以
前
の
分
家
(
以
下
分
家
と
い
う
場

合
は
す
べ
て
明
和
以
前
の
も
の
)
、
町
田
E
家
、
塩
島
家
、
若
林
本
家
及

び
分
家
、
島
田
家
、
小
山
家
等
で
あ
る
。
東
組
に
つ
い
て
は
持
高
を
知
る

資
料
が
極
め
て
少
な
い
の
で
適
格
さ
に
欠
け
る
が
、
以
上
の
八
家
に
つ
い

て
嘉
永
六
年
の
持
高
を
示
し
て
お
く
。
先
の
順
番
で
六
七
石
六
斗
玉
升
四

合
、
二
一
石
六
斗
四
升
三
合
、
六
三
石
四
斗
一
升
一
合
、
玉
斗
五
升
五

合
、
二
ニ
石
六
斗
二
升
九
合
、
二
四
石
三
斗
九
升
三
A
口
、
一
三
石
五
斗
六

升
ニ
ム
口
、
六
斗
と
な
る
。
当
時
の
階
層
構
成
の
う
え
で
上
位
二
家
に
よ
っ

て
、
ま
た
他
に
つ
い
て
も
大
半
が
一

O
石
以
上
の
持
高
を
示
す
「
{
永
」
に

よ
っ
て
分
家
創
設
の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(
第
3
表
参
照
)

商
組
で
は
保
有
地
の
零
細
化
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
本

家
側
の
保
有
地
も
一
体
に
少
な
い
。
嘉
永
五
年
以
降
分
家
を
創
設
し
た
本

家
の
嘉
永
五
年
の
持
高
を
例
示
す
る
と
、
六
石
三
斗
五
升
六
合
、
四
五
石

三
斗
三
升
三
合
、
一

O
石
二
斗
二
升
三
合
、
一
石
六
斗
二
升
、
ニ

O
石
七

斗
七
合
、
六
石
七
斗
四
升
三
合
、
四
石
二
升
ニ
合
、
二
一
石
五
斗
五
升
二

合
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
内
一

O
石
ニ
斗
二
升
三
合
、
一
石
六
斗
二
』
升
、
四

石
二
升
二
合
を
一
万
す
「
家
」
が
借
屋
分
家
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
家

側
の
土
地
保
有
状
態
も
、
西
組
が
東
組
に
比
べ
て
少
い
保
有
地
を
示
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
末
期
の
西
組
に
お
け
る
家
族
再
生
産
の
物
的
基
盤
は
保
有
地
の
み

に
あ
る
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
見
ら
れ
た
。
こ
の
傾
向
は
東
組
に
対
し
て

西
組
に
お
い
て
よ
り
激
化
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
家

族
存
立
の
社
会
経
済
的
条
件
が
、
東
組
と
西
組
で
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
本
節
で
分
家
の
存
立
条
件
を
み
る
と
前
節
と
同
様

の
傾
向
を
看
取
で
き
る
。
東
組
の
分
家
の
存
立
条
件
が
い
ぜ
ん
土
地
保
有

に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
西
組
で
は
も
は
や
土
地
保
有
だ
け
が
、
唯
一
の

存
立
条
件
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
東
組
の
分
家
創
殺
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の
動
き
の
減
少
と
西
組
の
増
加
を
対
比
す
る
な
ら
ば
、
近
世
末
期
の
分
家

の
当
村
の
特
徴
と
し
て
、
土
地
保
有
に
規
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
そ
う
で

な
い
も
の
へ
の
移
行
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
組
に
特
徴
的
に
見

出
さ
れ
る
、
そ
の
存
立
条
件
を
土
地
保
有
に
お
く
分
家
は
、
近
世
末
期
で

衰
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

(
1
)

大
竹
前
掲
二
O
七
頁
。

(
2
)

分
家
と
土
地
分
与
に
つ
い
て
は
及
川
宏
「
分
家
と
耕
地
の
分
与
し
『
同
族
組

織
と
村
落
生
活
』
所
収
が
あ
る
。
ま
た
近
世
農
村
に
お
け
る
分
家
に
つ
い
て

の
精
徴
な
研
究
を
き
れ
て
い
る
竹
内
利
美
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
「
・
:
分
家
行
為
に
は
、
独
立
の
生
活
寒
韓
の
轡
得
、
つ
ま
り
「
家
業
」
の

創
出
が
、
そ
の
必
須
の
前
提
条
件
と
な
り
、
農
家
で
は
そ
れ
は
主
と
し
て
農

地
の
収
得
で
あ
る
こ
と
、
婚
姻
に
よ
る
新
家
族
の
形
成
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に

付
随
す
る
こ
と
、
き
ら
に
は
、
そ
れ
が
農
地
の
浩
出
、
分
与
あ
る
い
は
貸
与

の
関
係
と
緊
密
に
連
関
し
て
く
る
こ
と
な
ど
を
、
あ
ら
た
め
て
想
起
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
」
。
『
家
族
慣
行
と
家
族
制
度
』
一
二
四
八
頁
。

(
3
)

身
分
肩
書
は
当
然
に
村
内
に
成
立
し
て
い
る
身
分
制
を
前
提
に
し
て
い

る
。
雪
村
に
お
い
て
身
分
制
は
「
家
」
の
発
展
、
特
に
本
家
分
家
問
係
の
展

開
と
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
興
味
深
い
。
し
か
し
身
分
制
に
関
し

て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て
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本
稿
で
「
家
」
の
考
察
を
近
世
以
降
に
限
定
し
た
の
は
、
「
家
」
の
特
徴

の
一
つ
を
直
系
小
家
族
に
見
い
出
し
、
こ
の
直
系
小
家
族
の
形
成
を
規
定

し
た
小
農
経
営
が
近
世
初
期
に
一
般
的
に
自
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
し
か
し
直
系
小
家
族
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
近
世
以
降
の

「
家
」
を
一
様
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
形
態
的
に
は
直
系
小
家

族
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
存
立
の
構
造
は
不
断
の
変
化
を
遂
げ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
変
化
過
程
に
お
け
る
近
世
末
期
的
特
徴

を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
変
化
過
程
を

よ
り
明
確
に
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
家
」
の
経
済
的
存
立
条
件
に
視

点
を
限
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で
、
こ
れ
ら
が
達
せ

ら
れ
た
も
の
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。
大
塚
村
を
対
象
と
し
た
分
析
の

結
果
、
言
い
得
る
点
は
次
の
よ
う
な
点
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

近
世
末
期
ま
で
に
進
展
し
た
農
民
層
の
分
化
、
分
解
の
結
果
、
村
内
に

多
数
の
零
細
地
片
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
無
高
の
「
家
」
が
創
出
さ
れ

る
。
本
稿
で
は
こ
の
状
態
を
さ
し
あ
た
り
家
族
の
土
地
か
ら
の
議
離
と
し

て
押
え
た
。
こ
れ
ら
の
「
家
」
は
、
商
品
、
貨
幣
経
済
の
展
開
に
照
応
し

た
農
外
稼
ぎ
等
に
家
族
労
働
力
を
振
り
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の

再
生
産
の
物
的
基
盤
を
補
う
方
途
を
見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
末

期
の
社
会
経
済
状
態
の
変
化
は
、
家
族
に
お
い
て
は
労
働
人
口
の
増
大
、

従
っ
て
家
族
員
数
の
増
大
が
も
た
ら
さ
れ
、
「
家
」
に
お
い
て
は
存
立
条
件

の
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
も
は
や
保
有
地
の
み
が
唯
一
の
「
家
」
の
存

立
条
件
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

近
世
末
期
に
お
い
て
も
農
村
に
お
け
る
分
家
慣
行
は
い
ぜ
ん
存
続
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
担
う
「
家
」
は
、
「
家
」
の
存
立
条
件
を
保
有
地
に

見
い
出
し
て
い
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し

て
い
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
自
ら
の
保
有
地
を
存
立
条
件
と
し
て
い
る

「
家
」
に
と
っ
て
は
分
家
慣
行
が
矛
盾
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
農
外

稼
そ
の
他
の
家
族
労
働
力
の
「
商
品
化
」
の
進
展
に
照
応
し
て
展
開
を
と
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げ
た
西
組
が
分
家
慣
行
を
存
続
さ
せ
、
し
か
も
西
組
の
分
家
の
特
徴
を
無

高
分
家
に
見
い
出
す
な
ら
ば
、
こ
の
無
高
分
家
を
近
世
末
期
の
商
品
貨
幣

経
済
の
展
開
過
程
に
お
け
る
農
村
に
特
徴
的
な
分
家
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。


