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中
世
以
降
の
菅
浦
の
歴
史
を
探
る

　
「
近
世
の
菅
浦
村
の
古
文
書
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
江
戸
時
代
、
近

世
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
こ
の
写
真
は
菅
浦
の
東
の
側
か
ら
西
の
方
角
を
臨
む
風

景
で
、今
年
（
二
〇
一
八
。
以
下
同
じ
）三
月
に
菅
浦
へ
調
査
に
行
っ
た
と
き
に
撮
っ

て
き
た
も
の
で
す
（
写
真
１
）。
菅
浦
は
琵
琶
湖
に
沿
っ
て
集
落
が
長
く
連
な
る
と

て
も
き
れ
い
な
場
所
で
、
重
要
文
化
的

景
観
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
講
演
レ
ジ
ュ
メ
で
「
国
宝

指
定
の
答
申
を
受
け
た
菅
浦
文
書
」
と

い
う
微
妙
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の

は
、
今
年
三
月
の
段
階
で
文
化
庁
文
化

審
議
委
員
会
の
答
申
が
あ
り
ま
し
て
、

国
宝
に
な
る
こ
と
自
体
は
確
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
官
報
に
告
示
が

出
て
国
宝
指
定
の
手
続
き
が
完
了
し
ま

す
。
そ
の
告
示
が
遅
れ
に
遅
れ
ま
し
て
、

一
〇
月
三
一
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
出

ま
し
た
。

　

私
は
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
原
稿
を
一
〇
月
二
九
日
に
提
出
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

そ
の
時
点
で
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
今
日
（
一
一
月
四
日
）
の
講
演
会
に
告
示
が
間
に
合

わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、こ
の
よ
う
な
弱
気
な
書
き
方
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
晴
れ
て
国
宝
に
な
っ
た
菅
浦
文
書
」
と
書
き
改
め
て
く
だ
さ
い
。

　

国
宝
「
菅
浦
文
書
」
の
う
ち
、最
も
古
い
年
紀
の
も
の
は
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）

で
す
。
そ
こ
か
ら
鎌
倉
、
室
町
、
戦
国
時
代
の
文
書
を
主
と
し
て
、
一
部
に
近
世
の

文
書
も
含
ん
で
い
ま
す
。「
菅
浦
文
書
」
と
い
う
と
中
世
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
非
常

に
強
い
で
す
が
、
近
世
の
史
料
も
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
菅
浦
で
ど
の
よ
う
に
「
菅
浦
文
書
」
が
保
管
さ
れ
て
き
た
か
。
か
つ
て
は

菅
浦
の
区
長
の
間
で
、
持
ち
回
り
で
文
書
を
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
に
使
わ
れ

て
い
た
箱
が
「
開
け
ず
の
箱
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
集
落
外
の
者
に
は
箱
の
中
の

文
書
を
見
せ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
と
、須
賀
神
社
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
。

こ
れ
ら
が
、
今
回
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
「
菅
浦
文
書
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
菅
浦
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
歴
史
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

近
世
か
ら
明
治
・
大
正
期
に
村
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
中
心
と
な
る
「
菅
浦
共
有
文

書
（
近
世
・
近
現
代
分
）
」（
一
〇
五
七
点
）。
ま
た
、
近
世
に
領
主
と
な
っ
た
膳
所

藩
の
代
官
を
務
め
て
い
た
菅
浦
家
と
い
う
家
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
伝
わ
っ
た
「
菅
浦

家
文
書
」
に
は
、
中
世
と
近
世
文
書
が
含
ま
れ
ま
す
（
四
八
一
点
）。
こ
の
「
菅
浦

共
有
文
書
」
と
「
菅
浦
家
文
書
」
は
当
史
料
館
で
保
管
し
て
い
ま
す
が
、
地
元
の
阿

弥
陀
寺
に
も
近
現
代
の
村
の
行
政
に
関
わ
る
文
書
が
大
量
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
菅
浦
に
は
複
数
の
史
料
群
が
伝
来
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

を
有
効
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
を
突
き
抜
け
て
近
現
代

に
至
る
ま
で
、
全
歴
史
過
程
を
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
意

味
で
、
菅
浦
は
極
め
て
稀
有
で
貴
重
な
村
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
も
ま
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た
「
菅
浦
文
書
」
が
有
す
る
学
術
的
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
国

宝
指
定
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
強
く
主
張
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
ま
で
菅
浦
に
つ
い
て
の
研
究
上
の
花
形
で
あ
っ
た
の
は
や
は
り
中
世

史
で
し
て
、
研
究
論
文
や
論
文
は
七
〇
〇
を
超
す
点
数
が
あ
り
、
数
え
る
だ
け
で
も

大
変
で
す
。
一
方
で
近
世
史
に
つ
い
て
は
、
原
田
敏
丸
さ
ん
や
岸
妙
子
さ
ん
、
東
幸

代
さ
ん
な
ど
の
ご
研
究（
１
）が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
蓄
積
が
少
な
い
と
い
う
の
が

現
状
で
す
。

　
「
菅
浦
文
書
」
に
は
天
正
年
間
や
慶
長
年
間
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
の
ま
さ
に
中

近
世
移
行
期
の
史
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
自
体
も
解
明
す
る

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
具
体
的
な
変
化
の
様
子
が

あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
近
世
に
関
し
て
は
ま
だ
ま
だ
未

解
明
の
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。
今
日
は
そ
の
近
世
の
菅
浦
に
関
し
て
、
若
干
お
話

し
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

二　

近
世
の
菅
浦
村
の
生
業
と
生
活
環
境

　

先
ほ
ど
近
世
菅
浦
の
領
主
は
膳
所
藩
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
近
世
初
頭

に
誰
が
菅
浦
を
治
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
慶
安
四

年
（
一
六
五
一
）に
本
多
俊
次
が
伊
勢
亀
山
か
ら
膳
所
藩
に
転
封
さ
れ
た
と
き
か
ら
、

菅
浦
村
が
膳
所
藩
領
に
入
っ
た
こ
と
は
確
実
で
す
。

　

菅
浦
村
の
石
高
は
近
世
を
通
じ
て
四
七
三
石
で
、
そ
れ
ほ
ど
規
模
は
大
き
く
あ
り

ま
せ
ん
。
中
世
に
あ
っ
て
菅
浦
の
住
民
は
供
御
人
と
な
り
、
京
都
へ
鯉
や
枇
杷
な
ど

を
納
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
時
の
菅
浦
に
は
専
ら
漁
業
を
営
ん
で
い
た
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
東
幸
代
さ
ん
が
論
証
さ
れ
た
通
り
、
そ
れ
は

少
な
く
と
も
近
世
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
東
さ
ん
は
論
考
中
に
「
漁
撈
や
湖
上

交
通
に
生
業
の
重
き
を
置
い
て
い
た
中
世
菅
浦
の
姿
は
、
近
世
に
後
退
し
た
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す（
２
）。

　

で
は
近
世
の
菅
浦
村
の
生
業
は
何
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
中
世
以

来
の
日
指
・
諸
河
な
ど
の
耕
地
で
の
米
作
や
、
ま
た
山
に
開
い
た
畑
な
ど
で
の
油
桐

の
栽
培
で
し
た
。
史
料
中
に
は
「
油
実
」
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
が
、
実
を
収
穫
し
て

搾
る
と
油
が
取
れ
ま
す
。
こ
の
油
が
菜
種
油
の
代
用
と
し
て
燈
油
と
な
り
、
ま
た
雨

合
羽
な
ど
に
塗
る
加
工
用
の
油
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
近
世
に
は
あ
る
程
度
需

用
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
菅
浦
村
に
と
っ
て
重
要
な
産
物
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
菅
浦

村
で
は
、
膳
所
藩
へ
の
年
貢
の
三
割
ま
で
を
油
桐
に
よ
っ
て
納
め
て
い
ま
し
た
。

　

油
桐
は
、
中
世
か
ら
菅
浦
に
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
一
六
世
紀
半
ば
頃
の
状

況
は
今
回
の
企
画
展
で
展
示
し
て
い
る
史
料
（「
菅
浦
文
書
」
四
二
一
号
）
か
ら
も

窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
菅
浦
は
南
向
き
の
斜
面
に
開
け
た
、
日
当
た
り
が
い
い
集
落
で
す
。
そ
の
た

め
果
物
な
ど
を
栽
培
す
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
世
か
ら
遠

く
な
い
時
期
の
史
料
と
し
て
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
「
物
産
員
数
并
代
価
取

調
書
」
と
い
う
、
当
時
の
菅
浦
村
で
生
産
し
て
い
た
産
物
を
書
き
上
げ
た
史
料
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
（
史
料
１
参
照
）。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
菅
浦
村
で
は
中

世
と
同
じ
く
枇
杷
も
作
っ
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
蜜
柑
、
梅
、
柚
子
、
柿
、
李
（
ス
モ
モ
）、
ま
た
牛
蒡
や
葉
煙
草
な
ど
、

実
に
い
ろ
い
ろ
な
産
物
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
読
み
進
め
る
と
、

よ
う
や
く
鮒
や
氷
魚
と
い
っ
た
湖
魚
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
史
料
で
確
認
で
き
る
村

の
産
物
を
数
え
る
と
、
全
四
八
種
類
に
及
び
ま
す
。
と
て
も
多
角
的
な
生
産
活
動
を

行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

主
な
内
訳
は
、
穀
物
が
一
二
種
類
、
野
菜
・
果
物
が
一
二
種
類
、
湖
魚
が
六
種
類
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で
、
そ
の
ほ
か
繭
も
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
幕
末
開
港
以
来
、
海
外
輸
出
用
の
商
品
と

し
て
生
糸
の
価
値
が
上
が
り
、
各
地
で
生
産
が
始
ま
り
ま
す
が
、
菅
浦
村
で
も
同
じ

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
生
糸
を
作
る
た
め
、蚕
の
餌
と
な
る
桑
も
栽
培
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
多
数
の
産
物
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
当
時
の
菅
浦
村
で
は
生
活
を
成
り

立
た
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
史
料
に
は
、
産
物
ご
と
の
価
格
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
位
を
見
て
み

ま
す
と
、
米
、
糯
米
、
繭
、
生
糸
、
桑
、
薪
、
割
木
と
い
っ
た
辺
り
の
価
格
が
高
い
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
が
村
に
と
っ
て
の
主
力
産
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
こ
の
史
料
に
は
少
々
謎
が
あ
り
ま
し
て
、
油
桐
が
ま
っ
た
く
出
て
き
ま

せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
た
る
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
近
代
早
々
に
山
畑
が
油

桐
か
ら
桑
の
生
産
に
転
換
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
蚕
を
飼
う
た
め
の
桑
に
切

り
替
え
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

湖
魚
漁
は
確
か
に
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
収
穫
量
は
決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
先
ほ
ど
の
東
さ
ん
の
ご
研
究
と
合
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
史
料
か
ら
見
て
も
、
菅

浦
が
専
ら
琵
琶
湖
で
生
産
活
動
を
行
っ
て
い
た
海
の
民
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
は
、少
な
く
と
も
近
世
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、山
の
民
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
菅
浦
村
で
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
災
害
の
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、
風
水
害
と
獣
害
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
ま
ず
風

水
害
で
す
が
、
菅
浦
に
参
り
ま
す
と
家
や
耕
地
の
周
り
を
石
垣
で
囲
っ
た
箇
所
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
波
除
け
の
た
め
の
も
の
で
す
。
琵
琶
湖
に
直
面
し
て
い

る
菅
浦
は
風
水
害
の
頻
発
地
域
で
、
水
害
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
村
づ
く
り

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

な
お
、こ
れ
ら
石
垣
は
重
要
文
化
的
景
観
の
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

台
風
二
一
号
に
よ
っ
て
被
害
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
六
月
四
・
五
日
に
湖
北
で
大
水
害
が
発
生
し
（
こ
れ
は

『
東
浅
井
郡
志
』
に
も
記
述
が
あ
り
ま
す
）、
こ
の
と
き
菅
浦
村
で
も
洪
水
と
大
規
模

な
山
崩
れ
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
菅
浦
の
耕
地
は
山
沿
い
に
あ
る
も
の
が
多
く
、

そ
れ
が
山
崩
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
な
が
ら
収

穫
量
が
減
少
し
、
藩
へ
の
年
貢
納
入
に
も
影
響
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
岸
妙
子
さ
ん
の
ご
研
究
を
参
照
し
て
い
ま
す（
３
）。

や
は
り
菅
浦
村
は
か
な

り
の
被
害
を
被
っ
た
ら
し
く
、
以
後
幕
末
ま
で
年
貢
か
ら
「
午
年
山
崩
」
の
分
が
恒

常
的
に
減
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
午
年
」
が
元
文
三
年
で
、
幕
末
と

い
え
ば
一
八
六
〇
年
代
で
す
か
ら
、
約
一
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
災
害
の
影
響
が
地
域

の
中
に
残
り
続
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、菅
浦
村
は
中
小
規
模
の
水
害
に
は
何
度
も
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
村
内
に
石
垣
を
設
置
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
石

垣
自
体
も
水
害
時
に
は
し
ば
し
ば
破
損
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
際
、
菅
浦
村
で
は

藩
に
年
貢
減
免
を
願
い
出
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
願
書
や
被
害
調
書
の
類
い
も
「
菅
浦

共
有
文
書
近
世
分
」
に
は
多
く
含
ま
れ
ま
す
が
、こ
こ
で
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）

の
史
料（
４
）を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

表
題
は
「
村
方
畑
方
囲
潰
・
家
風
損
検
分
書
付
」
で
す
。
そ
の
内
容
は
、「
村
囲
」

や
「
浜
通
」
な
ど
の
石
垣
の
被
害
に
つ
い
て
、「
九
間　

石
垣
崩
レ
」
や
「
弐
拾
間　

波
欠
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
個
々
の
被
害
が
生
じ
た
場
所
の
長
さ
を
調
べ
て
記

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
畑
の
被
害
分
と
区
別
し
に
く
い
記
述
も
あ
り
、

純
粋
に
石
垣
だ
け
の
被
害
が
ど
れ
だ
け
で
あ
っ
た
か
確
定
は
難
し
い
で
す
が
、
石

垣
・
畑
に
関
わ
っ
て
は
合
計
四
六
二
間
（
約
八
三
六
ｍ
）
に
お
よ
ぶ
被
害
が
出
た
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

近
世
の
菅
浦
村
と
古
文
書
に
つ
い
て

二
一



　

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
水
害
の
際
に
は
、「
風
雨
大
波
ニ
而
、
村
居
・
浜
通

り
か
こ
い
石
か
き
（
囲
い
石
垣
）
打
く
づ
し
、
家
居
江
一
面
水
打
込
」
と
史
料
中
に

あ
り
ま
す
か
ら
、
石
垣
が
崩
れ
て
家
に
水
が
入
っ
て
き
て
し
ま
い
、「
損
シ
候
家
も

出
来
仕
、
甚
難
義
め
い
わ
く
仕
候
」、
つ
ま
り
水
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
家
も
あ
っ

て
非
常
に
困
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
生
々
し
い
証
言
も
、
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
以
上
、
史
料
２
参
照
）。

　

続
き
ま
し
て
、
獣
害
の
話
で
す
。
菅
浦
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ぴ
ん
と
来
る

と
思
う
の
で
す
が
、
菅
浦
は
い
ま
も
果
樹
栽
培
が
盛
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
果
樹

の
多
く
は
金
網
に
囲
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
獣
害
が
多
い
の
で
す
。

　

菅
浦
は
、
集
落
の
真
後
ろ
ま
で
山
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
近
世
に
は
山
中
に

耕
地
が
多
く
開
か
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
山
に
住
む
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
と
い
っ
た
獣

の
活
動
と
、
人
び
と
の
農
作
業
の
間
に
厳
し
い
せ
め
ぎ
合
い
が
起
き
て
い
ま
し
た
。

　

近
世
の
村
で
は
一
般
的
で
す
が
、
動
物
を
追
い
払
う
た
め
に
は
脅
し
鉄
砲
を
使
用

し
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
武
器
と
し
て
の
鉄
砲
を
持
つ
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
農
具
と
し
て
、
つ
ま
り
農
作
業
の
た
め
に
鉄
砲
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
た
鉄
砲
に
つ
い
て
、
菅
浦
村
で
は
代
官
の
菅
浦
家
で
保
管
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
り
ま
す
（
史
料
３
参
照
）。

　

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
が
田
畑
の
作
物
を
食
い
荒
ら

し
て
非
常
に
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
浦
と
の
境
目
の
辺
り
か
ら
菅
浦
の
在

所
、
つ
ま
り
集
落
に
か
け
て
、
五
〇
町
余
に
及
ぶ
イ
ノ
シ
シ
除
け
の
垣
根
を
つ
く
っ

て
い
ま
す（
５
）。

大
浦
と
の
境
目
と
い
う
と
、
日
指
・
諸
河
の
辺
り
で
す
ね
。

　

五
〇
町
と
い
え
ば
約
五
・
五
㎞
で
す
か
ら
、
非
常
に
長
い
。
こ
の
垣
根
に
関
し
て

は
材
木
や
縄
な
ど
を
購
入
す
る
予
算
を
計
上
し
た
史
料
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う

い
っ
た
も
の
を
作
り
な
が
ら
、
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
生
活
を
維
持
し
て
き
た
と

い
う
の
が
菅
浦
村
の
現
実
の
姿
で
し
た
。

三　

菅
浦
村
で
の
文
書
の
保
管

　

菅
浦
と
い
え
ば
中
世
文
書
で
有
名
で
す
が
、
そ
の
中
世
文
書
は
現
代
ま
で
ど
う
伝

わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
特
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
村
の
中
で
ど
う
保
管
さ

れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
現
時
点
で
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
「
開
け
ず
の
箱
」
の
状
態
に
な
っ
た
の
は
、
は
た
し
て
い
つ
頃
か
ら
と
考
え
ら
れ

る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
段
階
で
、「
菅
浦
文
書
」

の
う
ち
七
〇
九
号
な
ど
中
世
文
書
三
通
が
「
長
橋
殿
」
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
改
め

ら
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
あ
り
ま
す（
６
）。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
外
部
の
人
に
文
書
を

見
せ
て
い
た
形
跡
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
開
け
ず
の
箱
」
に
秘
匿
さ
れ
る
の
は

い
つ
か
ら
な
の
か
、
な
か
な
か
特
定
が
困
難
で
す
。

　

し
か
し
「
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
」、
つ
ま
り
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
村
で
作

成
さ
れ
た
文
書
が
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
た
か
は
あ
る
程
度
判
明
す

る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

　

今
回
こ
の
講
演
の
準
備
を
す
る
中
で
見
つ
け
た
、
面
白
い
史
料
が
あ
り
ま
す
（
史

料
４
参
照
）。
細
か
く
読
ん
で
い
る
と
時
間
が
な
い
の
で
、
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で

ご
説
明
し
ま
す
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
菅
浦
村
の
庄
屋

で
あ
っ
た
与
五
郎
は
、
長
年
庄
屋
役
を
務
め
て
き
た
の
で
も
う
辞
め
さ
せ
て
ほ
し
い

と
申
し
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
村
側
は
な
か
な
か
承
知
し
ま
せ
ん
。

　

や
が
て
与
五
郎
は
、
庄
屋
役
を
務
め
る
に
あ
た
っ
て
は
「
大
切
之
帳
箱
」
の
中
に

あ
る
引
き
継
ぎ
文
書
の
保
管
が
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
ど
う
に
か
す
る
こ
と

が
庄
屋
の
代
役
を
探
す
た
め
に
必
要
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
庄
屋
の
引
き
継
ぎ
文
書

と
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
年
貢
の
免
状
や
宗
門
改
帳
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
よ
う
で

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　
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す
が
、
そ
れ
ら
は
「
帳
箱
」
に
収
め
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
管
理
を
今
後
は
庄
屋
が

担
当
す
る
の
で
は
な
く
、代
官
に
任
せ
た
い
と
与
五
郎
は
史
料
中
で
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
与
五
郎
は
当
時
代
官
を
務
め
て
い
た
菅
浦
家
の
新
太
郎
（
こ
の
頃
は
ま
だ

「
菅
浦
」
へ
の
改
姓
前
で
、
正
確
に
は
嶋
津
新
太
郎
）
に
、
こ
の
話
を
持
ち
か
け
た

わ
け
で
す
。
今
後
は
帳
箱
を
あ
な
た
の
と
こ
ろ
で
預
か
っ
て
ほ
し
い
と
。

　

し
か
し
、
新
太
郎
は
こ
れ
を
拒
否
し
ま
す
。「
以
前
も
自
分
の
と
こ
ろ
で
預
か
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
後
で
村
側
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
で
は
な
い
か
」
と
。
し
か

し
、
こ
れ
を
預
か
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
庄
屋
の
代
わ
り
手
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
つ
い
に
与
五
郎
は
膳
所
藩
に
訴
え
出
て
し
ま
い
ま
す
。

　

与
五
郎
に
よ
れ
ば
、
帳
箱
を
管
理
し
て
い
る
と
そ
れ
に
手
間
を
取
ら
れ
、
遠
く
の

方
に
あ
る
「
農
業
之
場
所
」
ま
で
農
作
業
に
行
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
遠
く
に
あ
る
場
所
と
い
う
の
は
、
間
違
い
な
く
日
指
・
諸
河
の
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、い
か
に
も
菅
浦
ら
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
村
に
あ
っ
て
、

文
書
を
保
管
す
る
の
も
大
変
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
村
の
文
書
を
庄
屋
で
は
な
く
代
官
が
預
か
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
安
永
四
年
か
ら
八
年
後
の
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
作
成
さ
れ
た
、

庄
屋
が
交
代
す
る
と
き
に
引
き
継
ぐ
文
書
の
目
録
が
残
っ
て
お
り
（
史
料
５
参
照
）、

庄
屋
に
よ
る
保
管
が
そ
の
後
も
継
続
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。

　

こ
の
目
録
を
見
ま
す
と
、
当
時
の
菅
浦
村
で
庄
屋
が
代
々
引
き
継
い
だ
文
書
、
つ

ま
り
村
の
運
営
上
重
要
と
さ
れ
た
文
書
が
何
で
あ
っ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
目
録
に

は
過
去
の
免
状
六
八
通
を
は
じ
め
、
検
地
帳
や
宗
旨
改
帳
な
ど
が
四
七
種
類
も
挙

が
っ
て
お
り
、
確
か
に
庄
屋
個
人
で
保
管
す
る
の
は
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の

ほ
か
に
も
庄
屋
は
、
椀
や
鉢
、
提
灯
な
ど
、
村
共
有
の
道
具
類
も
一
緒
に
保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

た
だ
し
近
代
以
降
の
菅
浦
で
は
、
区
長
が
中
世
文
書
を
収
め
た
「
開
け
ず
の
箱
」

を
持
ち
回
り
で
保
管
し
ま
し
た
が
、
近
世
の
庄
屋
が
当
時
の
村
の
文
書
が
入
っ
た
帳

箱
と
一
緒
に
中
世
文
書
ま
で
保
管
し

た
の
か
ど
う
か
は
、
残
念
な
が
ら
不

明
で
す
。

　

近
世
文
書
の
保
管
に
つ
い
て
、

幕
末
の
動
向
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
取
り
上
げ
る
の
は
文
久
四
年

（
一
八
六
四
）
の
史
料
で
、
そ
の
内

容
は
以
下
の
通
り
で
す
（
史
料
６
参

照
）。

　

庄
屋
と
肝
煎
が
「
御
前
帳
・
御
名

寄
帳
・
午
年
荒
帳
」
と
い
う
三
種
類

の
帳
面
に
関
し
て
、
文
久
四
年
に
こ

れ
を
改
め
た
。
つ
ま
り
改
訂
版
を
作

成
し
た
の
で
、「
古
帳
面
」
は
「
八

王
子
」、
す
な
わ
ち
小
林
神
社
（
近

代
以
降
に
保
良
神
社
・
赤
崎
神
社
と

合
祀
さ
れ
て
須
賀
神
社
と
な
る
）
に

納
め
た
と
い
う
こ
と
を
、
村
人
た
ち

全
員
（「
惣
村
衆
中
」
）
に
説
明
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、「
菅
浦
共
有

文
書
近
世
分
」
に
は
文
久
四
年
以
前

《内検帳》 《名寄帳》

・明暦２年（ ）「内検之写■」（ ） ・寛政７年（ ）「反別名寄人別帳」（ ）

・寛延３年（ ）「内検之写帳」（ ） ・天保４年（ ）「田畑名寄人別帳」（ ）

《午年荒帳》

・元文３年（ ）「洪水難内検」（ ）

・宝暦 年（ ）「午歳山崩田畑荒名寄帳」（ ）

・寛政７年「午年田畑荒高書抜帳」（ ）

・天保４年「午年田畑荒高書抜帳」（ ）

表 「菅浦共有文書近世分」中の「御前帳（内検帳）・名寄帳・午年荒帳」

※数字は「菅浦共有文書近世分」の請求番号。「内検帳」と「午年荒帳」は、史料５（庄屋引き継ぎ文書目録）

　にも挙がっている。 
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の
、
つ
ま
り
「
古
帳
面
」
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
「
御
前
帳
・
御
名
寄
帳
・
午
年
荒

帳
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
（
表
参
照
）。
こ
の
三
種
類
の
帳
簿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
世

の
間
に
改
訂
版
が
数
度
に
わ
た
っ
て
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
「
御
前
帳
」
と
は
「
内
検
帳
」
の
こ
と
で
、
現
存
す
る
中
で
は
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
の
「
内
検
之
写
帳
」
が
最
も
古
い
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
太
田
浩
司
さ

ん
の
ご
講
演
の
中
で
、
菅
浦
で
は
村
の
外
に
は
土
地
を
売
ら
な
か
っ
た
が
、
村
内
で

の
売
買
は
行
っ
て
い
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。「
内
検
帳
」
と
は
、
ま
さ
に

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
近
世
段
階
で
の
記
録
で
す
。

　
「
内
検
帳
」に
は
村
の
耕
地
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、所
在
地
と
面
積
・
石
高
の
ほ
か
、

「
真
蔵
坊
へ
渡
り
、
宮
内
左
近
へ
渡
ス
、
左
近
ノ
四
郎
入
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
２
参
照
）。こ
れ
は
、そ
の
耕
地
が
真
蔵
坊
か
ら
宮
内
左
近
、

さ
ら
に
左
近
四
郎
へ
移
動
し
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
内
検
帳
」
に
は
、
菅
浦
村
の
中
で
耕
地
が
移
動
し
た
経
緯
が
逐
次

記
録
さ
れ
て
お
り
、
誰
か
ら
誰
に
渡
っ
た
の
か
、
そ
の
順
序
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
方
「
名
寄
帳
」
で
は
、
個
々
の
持
ち
主
ご
と
に
耕
地
を
書
き
上
げ
て
い
ま

す
。
こ
の
中
で
「
持
地
」と
あ
る
の
は
、も
と
も
と
半
三
郎
の
土
地
で
あ
っ
た
が
、「
新

九
郎
内
」
と
あ
る
の
は
新
九
郎
か
ら
半
三
郎
へ
と
渡
っ
た
耕
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し

ま
す
（
写
真
３
参
照
）。

　

こ
れ
ら
史
料
を
通
じ
て
、
近
世
の
菅
浦
村
の
耕
地
に
つ
い
て
は
村
人
の
間
で
の
移

動
順
を
含
め
た
所
持
関
係
を
明
ら
か
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
し
か
し
、
現
在
ま
で

に
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
本
格
的
な
研
究
を
行
っ
た
の
は
、
原
田
敏
丸
さ
ん
だ
け
で

す（
７
）。

今
後
は
も
っ
と
近
世
史
研
究
者
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。

　
「
内
検
帳
」
と
「
名
寄
帳
」
は
、
菅
浦
村
に
と
っ
て
村
内
の
耕
地
の
過
去
と
現
在

に
関
す
る
重
要
な
文
書
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
「
午
年
荒
帳
」
と
い

う
の
は
、先
ほ
ど
お
話
し
た
元
文
の
大
水
害
の
際
に
被
害
が
生
じ
た
耕
地
に
あ
っ
て
、

そ
の
後
ど
れ
だ
け
年
貢
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
記
録
し
た
史
料

で
す
。
こ
れ
も
ま
た
、
村
人
そ
れ
ぞ
れ
の
年
貢
高
と
免
除
分
を
確
認
す
る
う
え
で
、

重
要
な
文
書
と
言
え
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
村
で
は
大
切
に
保
管
し
、
数
度
に
わ
た
り

改
訂
版
を
作
成
し
内
容
を
更
新
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
三
種
類
の
文
書
を
、
菅
浦
村
で
は
極
め
て
大
切
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、文
久
四
年
段
階
で
こ
れ
ら
の
改
訂
版
を
作
成
し
た
あ
と
、

「
非
現
用
文
書
」
と
な
っ
た
「
古
帳
面
」
も
保
管
し
た
と
考
え
ま
す
。「
非
現
用
文
書
」

と
は
、
公
文
書
管
理
制
度
上
の
文
言
で
、
本
来
の
作
成
目
的
自
体
は
終
了
し
た
文
書

の
こ
と
で
す
。
し
か
し
「
非
現
用
文
書
」
は
、
後
々
の
業
務
で
の
参
照
用
や
、
あ
る

い
は
そ
の
組
織
に
よ
る
活
動
の
記
録
と
い
っ
た
歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
廃
棄
さ
れ
ず
保
管
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。

　

文
久
四
年
に
「
御
前
帳
（
内
検
帳
）・
御
名
寄
帳
・
午
年
荒
帳
」
の
「
古
帳
面
」

が
神
社
に
保
管
さ
れ
た
の
は
、
現
在
の
「
非
現
用
文
書
」
と
そ
の
保
管
と
共
通
す
る

よ
う
な
考
え
方
が
当
時
の
菅
浦
村
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
村
人
全
員
に
周
知
さ
れ
た
の
は
、「
御
前
帳
（
内
検
帳
）・
御
名
寄
帳
・

午
年
荒
帳
」
が
村
人
の
生
活
と
直
結
す
る
内
容
の
、
い
わ
ば
「
公
共
性
」
の
高
い
も

の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
に
は
、
村
の
歴
史
や
活
動
の
記
録
を
あ
え
て
残
す
と
い
う
意
識
が
表
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
太
田
さ
ん
も
ご
講
演
の
中
で
、
菅
浦
に
お
け
る
社
会
の
持
続
性

へ
の
意
識
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
近
世
に
も
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

菅
浦
村
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
が
い
っ
た
い
何
を
し
て
き
た
何
者
で
あ
る
か
に
つ

い
て
、
史
料
を
作
成
し
保
管
す
る
こ
と
を
通
じ
て
後
の
世
代
へ
語
り
継
ご
う
と
し
て

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
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写真２　「内検帳」

写真３　「名寄帳」（半三郎の頁）

近
世
の
菅
浦
村
と
古
文
書
に
つ
い
て

二
五



い
ま
し
た
。
そ
し
て
我
々
は
、
ま
さ
に
そ
の
お
か
げ
で
現
在
ま
で
伝
来
し
た
数
々
の

史
料
を
利
用
し
て
、
菅
浦
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
過
去
の
人
々
の
取
り
組
み
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
な
が

ら
、今
後
も
史
料
を
研
究
に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
次
第
で
す
。
以
上
で
す
。

注（
１
）
主
な
研
究
成
果
と
し
て
、
原
田
敏
丸
①
「
近
世
の
近
江
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
原
型

―
江
州
浅
井
郡
菅
浦
村
―
（
上
）（
下
）」（『
彦
根
論
叢
』
二
一
・
二
二
、一
九
五
四
。
後
に

原
田
『
近
世
村
落
の
経
済
と
社
会
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
の
第
一
章
に
収
載
）、
②

「
村
落
の
自
治
に
関
す
る
一
考
察
―
近
江
国
菅
浦
村
に
つ
い
て
―
」（
宮
本
又
次
編
『
藩

社
会
の
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
〇
。
後
に
原
田
前
掲
書
第
二
章
に
収
載
）、

岸
妙
子
①
「
近
江
湖
岸
村
落
領
域
に
つ
い
て
の
一
史
論
―
近
世
菅
浦
村
研
究
の
課
題
と

展
望
―
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
』
史
学
編
一
、二
〇
〇
二
）、

②
「
近
世
菅
浦
に
お
け
る
地
先
支
配
―
寛
保
三
年
地
先
争
論
を
中
心
に
―
」（『
史
窓
』

六
一
、二
〇
〇
四
）、東
幸
代
①
「
近
世
の
菅
浦
」（
長
浜
市
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
編
『
菅

浦
の
湖
岸
集
落
景
観
保
存
活
用
計
画
報
告
書
』
第
二
章
（
３
）、
二
〇
一
四
）、
②
「
近
世

菅
浦
の
生
業
」（『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』四
九
、二
〇
一
六
）な
ど
。

（
２
）
注
（
１
）
東
論
考
②
。

（
３
）
注
（
１
）
岸
論
考
②

（
４
）「
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
」
八
六
七
。

（
５
）
以
上
、「
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
」
六
二
一
よ
り
。

（
６
）「
菅
浦
文
書
」
二
一
三
号
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
関
口
恒
雄
が
「
菅
浦
文
書
―
そ
の
史
料

批
判
と
若
干
の
問
題
に
よ
せ
て
―
」（『
経
済
志
林
』
三
一
―

二
、一
九
六
三
）
で
指
摘
し

た
。
田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
）、
松
井
直
人
「
菅

浦
文
書
の
「
発
見
」
と
そ
の
前
後
」（『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』

四
九
、二
〇
一
六
）
も
参
照
。

（
７
）
注
（
１
）
原
田
論
考
①
。

史
料
編　

※
傍
線
お
よ
び
丸
括
弧
内
の
文
字
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。
史
料
本
文
中
の
破
損
や
判

読
困
難
箇
所
は
■
で
示
し
た
。

【
史
料
１
】

（
表
紙
）「 　

明
次
（
マ
マ
）十
年
一
月

　
　
　
　
　
　

明
治
十
一
年
一
月
書
上
之
分
印
有

　
　
　
　
　

明
次
九
年
中
物
産
員
数
并
代
価
取
調
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
郡
第
十
五
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
浦
村　

」

　

明
次	

九
年
中
物
産
員
数
并
代
価
取
調
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
郡
第
十
五
区
菅
浦
村

（
以
下
、
一
石
あ
た
り
の
単
価
の
記
載
な
ど
は
省
略
）

一
米
弐
百
石　
　
　
　

価
金
八
拾
貫
目　
　
　
　

四
円
廿
銭

一
糯
米
拾
九
石　
　
　

価
金
九
拾
五
貫
目　
　
　

四
円
三
十
五
銭

一
小
麦
三
石　
　
　
　

価
金
壱
貫
弐
百
目　
　
　

四
円
十
三
銭

一
大
麦
四
拾
五
石　
　

価
金
九
貫
目　
　
　
　
　

弐
円
五
十
銭

一
小
豆
壱
石
五
斗　
　

価
金
壱
貫
三
百
五
拾
目　

一
大
豆
七
石　
　
　
　

価
金
三
貫
五
百
目　
　
　

四
円
五
十
銭

一
蕎
麦
拾
石　
　
　
　

価
金
三
貫
目　
　
　
　
　

四
円
五
十
銭

一
胡
麻
三
斗　
　
　
　

価
金
三
百
目

一
唐
黍
弐
石
五
斗　
　

価
金
七
百
五
拾
目

一
豌
弐
石
五
斗　
　
　

価
金
七
百
五
拾
目

一
蚕
豆
五
石
五
斗　
　

価
金
壱
貫
九
百
廿
五
目

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
二
号

二
六



一
大
角
豆
壱
石　
　
　

価
金
四
百
五
拾
目

一
清
酒
弐
拾
石　
　
　

価
金
拾
六
貫
目

一
味
噌
四
千
斤　
　
　

価
金
拾
弐
貫
目

一
大
根
五
千
貫
目　
　

価
金
五
貫
目

一
蕪
菜
千
五
百
貫
目　

価
金
弐
貫
弐
百
五
拾
目

一
里
芋
三
百
目　
　
　

価
金
壱
貫
五
百
目

一
薩
摩
芋
弐
百
貫
目　

価
金
壱
貫
目

一
山
芋
六
拾
貫
目　
　

価
金
壱
貫
弐
百
目

一
茄
子
千
貫
目　
　
　

価
金
弐
貫
目

一
西
瓜
弐
百
五
拾
目　

価
金
壱
貫
五
百
目

一
午
房
百
拾
貫
目　
　

価
金
七
百
七
拾
目

一
葉
煙
草
八
拾
貫
目　

価
金
四
貫
目

一
柿
六
百
貫
目　
　
　

価
金
壱
貫
八
百
目

一
李
六
拾
貫
目　
　
　

価
金
百
八
拾
目

一
枇
杷
五
百
貫
目　
　

価
金
弐
貫
五
百
目

一
櫁
柑
七
拾
貫
目　
　

価
金
壱
貫
四
百
目

一
柚
五
拾
貫
目　
　
　

価
金
百
目

一
梅
百
五
拾
貫
目　
　

価
金
七
百
五
拾
目

一
乾
柿
拾
貫
目　
　
　

価
金
三
百
五
拾
目

一
鮒
弐
拾
貫
目　
　
　

価
金
壱
貫
目

一
氷
魚
壱
万
五
千
串　

価
金
三
貫
七
百
五
拾
目

一
鯰
百
五
拾
貫
目　
　

価
金
四
貫
五
百
目

一
魦
百
八
拾
貫
目　
　

価
金
壱
貫
八
百
目

一
鰕
八
拾
貫
目　
　
　

価
金
四
百
八
拾
目

一
繭
弐
百
貫
目　
　
　

価
金
弐
拾
五
貫
目

一
生
糸
七
貫
目　
　
　

価
金
拾
六
貫
八
百
目

一
麻
苧
五
拾
貫
目　
　

価
金
五
貫
目

一
菜
種
粒
壱
石　
　
　

価
金
四
百
目

一
杉
板
七
拾
坪　
　
　

価
金
壱
貫
四
百
目

一
杉
皮
五
拾
坪　
　
　

価
金
三
百
目

一
葭
弐
百
弐
拾
束　
　

価
金
弐
百
廿
目

一
製
茶
五
百
斤　
　
　

価
金
六
貫
目

一
桑
八
千
貫
目　
　
　

価
金
三
拾
六
貫
目

一
薪
弐
拾
万
束　
　
　

価
金
八
拾
貫
目

一
割
木
四
万
貫
目　
　

価
金
三
拾
貫
目

一
竹
三
百
束　
　
　
　

価
金
三
貫
目

一
布
百
弐
拾
反　
　
　

価
金
九
貫
目

右
之
通
当
村
物
産
員
数
并
価
金
取
調
候
処
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
（
後
略
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
４
６
）

【
史
料
２
】

（
端
裏
書
）「
八
月
十
四
日
差
上
可
申
候
」

　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
書

一
当
月
九
月
、
風
雨
大
波
ニ
而
、
村
居
・
浜
通
り
か
こ
い
石
か
き
打
く
づ
し
、
家
居

　

江
一
面
水
打
込
損
シ
候
家
も
出
来
仕
、
甚
難
義
め
い
わ
く
仕
候
、
畑
地
之
義
ハ
浜

　

通
り
一
円
流
失
仕
、
又
ハ
荒
石
馳
込
、
平
地
ハ
惣
躰
水
押
ニ
相
成
、
難
義
仕
候
間
、

　

乍
恐
御
願
奉
申
上
候
、
何
と
そ
兼
而
御
教
（
救
カ
）被
成
下
候
様
ニ
奉
願
上
候
、
御
慈
悲
之

近
世
の
菅
浦
村
と
古
文
書
に
つ
い
て

二
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上
、
右
願
之
通
り
被　

仰
付
被
下
候
は
ゝ
難
在
忝
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
浦
村

　

天
明
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

兵
左
衞
門　

印

　
　

寅
ノ
八
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎　

半
三
郎　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

五
郎
吉　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

孫
四
郎　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
官　

嶋
津
新
太
郎　

印

御
奉
行
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
８
６
８
）

【
史
料
３
】

　
　
　
　

指
上
ケ
申
一
札
之
事

一
鉄
炮
壱
挺　
　
　

玉
目
三
匁
五
分　
　
　

持
〔
以
下
、
破
損
〕

一
鉄
炮
壱
挺　
　
　

玉
目
三
匁
八
分　
　
　

持
〔
以
下
、
破
損
〕

　
　
　

鉄
炮
合
弐
挺

右
ハ
畜
類
威
鉄
砲
所
持
仕
、前
方
御
改
ニ
付
、書
付
指
上
ケ
申
候
通
、相
違
無
御
座
候
、

其
外
寺
社
牢
人
又
は
売
買
鉄
炮
ニ
て
も
村
中
ニ
壱
挺
も
無
御
座
候
、
右
之
鉄
炮
紛
失

無
之
様
ニ
可
仕
候
、尤
損
候
所
御
座
候
て
、直
し
申
候
ハ
ヽ
御
断
申
■
、御
指
図
を
請
、

直
し
可
申
候
、
此
外
自
今
已
後
、
無
御
断
鉄
炮
所
持
仕
間
敷
候
、
此
鉄
炮
ニ
て
畜
類

お
と
し
の
外
、
悪
事
仕
間
敷
候
、
尤
鉄
炮
持
主
之
外
、
他
人
ハ
不
及
申
、
親
子
兄
弟

ニ
て
御
座
候
共
借
申
儀
、
曽
以
仕
間
敷
候
、
右
之
趣
相
背
申
候
ハ
ヽ
、
本
人
ハ
不
及

申
、
庄
屋
・
肝
煎
・
組
頭
迄
何
様
之
曲
事
ニ
も
可
被　

仰
付
候
、
為
後
日
一
札
如
件

　
　
　
　

元
禄
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
浅
井
郡
菅
浦
村
庄
や

　
　
　
　
　
　

巳
ノ
閏
正
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎　

与
三
二
郎

閏
正
月
五（
カ
）日

近
藤
次
兵
衛
殿
へ
頼
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

清
二
郎

榊
原
新
八
様
へ
差
上
ケ
申
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
奉
行
様　

と
め
書　
　
　
　
　
　

同　
　

六
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菅
浦
家
文
書
１
７
７
）

【
史
料
４
】

　
　
　
　

乍
恐
奉
指
上
口
上
書

一
私
義
、
去
夏
六
月
ゟ
庄
屋
役
前
相
預
り
、
乍
不
調
法
当
六
月
迄
相
勤
来
り
候
、
是

以
万
端
不
都
合
勝
之
私
義
ニ
御
座
候
得
は
、
達
而
停
退
も
仕
度
奉
存
候
得
共
、
村

方
ゟ
格
別
無
拠
役
義
相
預
ケ
候
ニ
付
、
不
得
止
事
を
相
勤
罷
在
候
、
然
候
処
、
当

六
月
い
つ
迚
も
庄
屋
役
代
り
之
節
ニ
御
座
候
故
、
役
前
外
江
相
送
り
申
度
、
其
段

村
方
江
申
談
候
処
、
又
々
此
度
も
其
侭
ニ
而
、
役
前
相
勤
候
様
ニ
と
再
三
申
候
得

共
、
何
分
私
不
調
法
者
ニ
御
座
候
故
、
是
非
々
退
役
仕
度
旨
申
置
候
、
尤
当
村
之

儀
、
何
れ
之
者
共
迚
も
耕
作
而
已
ニ
打
掛
り
居
申
候
儀
ニ
付
、
甚
以
何
か
不
骨
勝

ニ
御
座
候
而
、
役
前
中
ハ
作
も
一
向
す
た
り
申
候
、
殊
更
村
方
農
業
之
場
所
ハ
遠

路
ニ
御
座
候
得
は
、
留
守
中
も
無
覚
束
、
大
切
之
帳
箱
預
り
居
申
候
而
ハ
至
而
難

義
仕
候
、右
ニ
付
、帳
箱
新
太
郎
江
預
ケ
、其
上
ニ
而
村
方
之
内
役
前
相
定
メ
申
度
、

此
段
新
太
郎
江
色
々
相
頼
候
得
共
、
先
年
預
り
居
申
候
而
、
其
後
村
方
へ
相
渡
し

候
事
故
、
今
以
村
方
難
義
之
筋
有
之
候
而
も
、
又
候
相
預
り
候
義
難
相
成
、
殊
更

帳
筺
村
方
ニ
無
之
候
ハ
ヽ
、
た
と
ひ
い
か
躰
之
懸
り（
カ
）成
者
ニ
而
も
役
前
相
勤
り
候

道
理
、
至
而（
マ
マ
）恐
多
キ
御
事
故
、
預
り
候
義
は
曽
而
相
成
不
申
候
由
被
申
候
、
是

以
尤
成
義
ニ
奉
存
候

　

依
之
、右
之
趣
御
窺
奉
申
上
候
上　

御
差
図
次
第
ニ
致
被
（
マ
マ
）筈

候
ニ
と
相
頼
候
得
共
、

滋
賀
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附
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八



帳
箱
之
義
ハ
先
年
之
例
も
有
之
候
処
、
相
窺
候
義
ハ
何
分
恐
多
く
候
由
、
是
以
難

黙
止
、
村
方
之
内
ゟ
御
窺
申
上
度
内
談
仕
候
処
、
私
共
古
役
前
之
儀
ニ
付
、
乍
内

分
御
窺
申
筈
と
私
共
両
人
江
無
拠
相
頼
申
候
、
右
躰
不
調
法
勝
ニ
而
、
役
前
仕
落

等
出
来
仕
候
歟
、
御
大
切
之
御
年
貢
帳
面
等
相
預
り
居
申
候
而
ハ
、
一
向
農
業
等

難
相
働
、
何
卒
新
太
郎
江
帳
箱
相
預
ケ
、
跡
役
相
究
申
度
奉
存
候
、
右
之
段
書
附

を
以
御
窺
奉
申
上
候

　

御
賢
慮
を
以
、
宜
敷
被
為　

仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
村
方
之
者
共
難
有
仕
合
ニ
可
奉

存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
浦
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎
五
兵
衛
（
印
）

　

安
永
二
年
巳
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
与
五
郞
（
印
）

　

御
奉
行
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
（
菅
浦
家
文
書
３
６
）

【
史
料
５
】

（
表
紙
）「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

兵
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年
寄　

半
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

菅
浦
村　

同　
　

平
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　

左
近
四
郎　

」

　
　

天
明
三
卯
年
諸
帳
面

　
　

万
渡
し
目
録

一
御
免
相
六
拾
八
通

　
　

内
数　

つ
ふ
ら
尾
分

　
　
　
　
　

出
入
年
ニ
あ
り

一
御
検
地
帳
写

　
　

慶
長
と
ら
七
年　
　

壱
冊

一
内
検
古
帳

　
　

明
暦
二
申
年　
　
　

壱
冊

一
内
検
新
写
帳

　
　

延
享
三
午
年　
　
　

壱
冊

一
御
条
目
写　
　
　
　
　

壱
冊

一
御
免
相
拝
見
証
文　
　

壱
通

一
田
畑
荒
名
寄
帳

　

元
文
三
午
年　
　
　
　

壱
通

一
供
（
マ
マ
）水

難
内
検
帳

　

元
文
三
午
年　
　
　
　

壱
通

一
田
畑
水
所
畝
引
帳
御
印
付

　
　

延
宝
九
酉
年　
　
　

壱
通

一
田
畑
起
方
帳

　
　

延
享
元
子
年　
　
　

壱
通

一
同
起
方
帳

　
　

延
享
二
丑
年　
　
　

壱
通

一
同
起
方
本
高
入
長

　
　

宝
暦
九
卯
年　
　
　

壱
通

一
田
畑
荒
帳
覚
書
出

　
　

寛
延
二
巳
年　
　
　

壱
通

一
田
畑
荒
所
起
方
帳

近
世
の
菅
浦
村
と
古
文
書
に
つ
い
て

二
九



　
　

元
文
四
未
年　
　
　

壱
通

一
田
畑
起
方
帳

　
　

宝
暦
二
申
年　
　
　

壱
通

一
御
復
田
畑
覚
帳

　
　

寛
延
二
巳
年　
　
　

壱
通

一
高
懸
り
御
用
金
割
付
帳

　
　

寛
保
三
亥
年　
　
　

壱
通

一
朝
鮮
人
国
割
御
用
割
付

　

人
別
帳
明
和
元
申
年　

壱
通

一
午
酉
両
年
荒
田
畑
起
方
帳

　

明
和
六
丑
十
二
月　
　

壱
通

一
歩
食
米
御
願
人
別
并

　

御
扱（
救
）米

頂
戴
帳

　

安
永
七
戌
年　
　
　
　

壱
通

一
右
同
断
御
扱
米
頂
戴
帳

　
　

安
永
八
亥
年　
　
　

壱
通

一
子
年
検（
カ
）増
人
別
帳

　
　

安
永
九
年	

　
　

十
二
月
差
上
候
扣　

壱
通

一
同
村
方
仕
法
立
人
別
取
扱
長（
帳
）

　
　

安
永
八
亥
年　
　
　

壱
通

　

并
油
ミ
畑
鋤
数
何
分
書
物
衣
（
袋
カ
）入

一
丑
年
仕
法
立
人
別
帳　

二
冊

　

并
当
座
寄
物
受
取
長

　

袋
一
■
年
仕
法
立
人
別
帳　

壱
通

　

并
当
座
寄
物
長　
　
　

壱
通

　

袋
入

一
■
■
ゟ
出
シ
置
候
内
寄
帳

　
　

寛
延
二
巳
年
拾
六
通

一
小
山
手
形　
　
　
　
　

壱
通

一
丑
年
御
物
成
小
割
庭
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
宗
旨
御
改
帳
丑
春
之

　
　
　
　
　
　
　

寺
請
帳
拾
冊

一
宗
数
明
細
帳　
　
　
　

壱
通

一
鉄
炮
証
文　
　
　
　
　

壱
通

一
午
年
山
崩
田
畑
名
寄

　
　
　
　
　
　
　
　

新
帳
壱
通

一
賄
方
借
用
証
文
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
酉
年
臨
時
御
用
金
家
割

　
　

懸
り
割
合
帳　
　
　

壱
通

一
丸
船
艜
船
御
改
長　
　

一
通

一
明
和
三
戌
年
家
別
高
懸
り

　
　

臨
時
御
用
金
帳　
　

壱
通

一
人
別
御
用
金
覚
帳

　
　

明
和
九
辰
年　
　
　

壱
通

滋
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一
赤
崎
大
明
神
様
神
田
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
阿
弥
陀
寺
牒
堂
講
中
ゟ

　
　

重
伝
証
文　
　
　
　

壱
通

一
阿
弥
陀
寺
田
畑
請
作
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
世
田
講
仕
法
帳

　
　

卯
五
月
八
ヶ
浦
惣
代
壱
通

一
同
断
持
寄
銀
仕
法
帳

　
　

巳
五
月　
　
　
　
　

壱
通

一
同
断
銀
子
請
取
通

　
　

明
和
八
卯
年
八
ヶ
浦
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
同
持
寄
銀
請
取
通

　

安
永
二
巳
六
月
八
ヶ
浦
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
■
請
取
通　

小
浦
惣
代

　

安
永
六
年
酉
十
一
月　

壱
通

一
銅
山
間
堀
ニ
付
片
山
太
兵
衛

　
　

取
浜
五
郎
吉
渡
り　

壱
通

一
大
浦
ゟ
誤
証
文　
　
　

壱
通

一
椀
拾
人
前
坪
平
付　
　

壱
箱

一
■
■
盃
台
共　
　
　
　

壱
組

一
肴
鉢　
　
　
　
　
　
　

弐
枚

一
小
は
か
り　
　
　
　
　

壱
丁

一
古
■
籠　
　
　
　
　
　

壱
つ

一
銭
箱　
　
　
　
　
　
　

壱
つ

一
箱　
　
　
　
　
　
　
　

壱
つ

一
長
ち
ん　
　
　
　
　

壱
は
り

一
と
く
わ　
　
　
　
　
　

二
丁

一
つ
ち　
　
　
　
　
　
　

壱
つ

　

金
一
か
つ
を
ふ
し　
　
　
　

二
つ

一
と
ら
年
御
年
貢
小
割
庭
帳

　
　

天
明
二
と
ら
年　
　

壱
通

一
浪
荒
畑
畝
引
帳　
　
　

壱
通

一
と
ら
八
月
風
雨　

潰
家
浪
荒　

壱
通

一
風
雨
浪
荒
場
所
内
見
帳

　
　

天
明
二
年

　
　

と
ら
八
月
九
日　

合
三
通

一
頼
書
証
文　
　
　
　
　

壱
通

一
勢
田
ろ
打
長　
　
　
　

壱
通

一
仕
法
長　
　
　
　
　
　

壱
通

右
之
通
り
去
七
月
ゟ
庄
や

与
四
郎
方
ゟ
請
取
、
外
ニ
長
ち
ん
壱
つ

箱
壱
つ
此
目
録
之
通
り
相
渡
シ

申
候
以
上

近
世
の
菅
浦
村
と
古
文
書
に
つ
い
て

三
一



天
明
三
年　
　

庄
屋
兵
左
衛
門

卯
三
月
日　
　

年
寄
半
三
郎

　
　
　
　
　
　

同　

平
太
夫

　
　
　
　
　
　

同　

左
近
四
郎

右
之
外
卯
年
以
後
求
ル

茶
弁
当
壱
つ

黒
ぬ
り
ほ（
盆
）ん

五
枚

ち
よ
ち
ん　

壱
は
り

美
濃
紙

半
し

つ
ふ
ら
尾
諸
道
具
覚

一
ふ
と
ん　

三
つ

一
馬
提
灯　

壱
つ

　
（
後
略
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
２
７
）

【
史
料
６
】

　
　

目
録

一
御
前
帳

一
御
名
寄
帳

一
午
年
荒
帳

右

文
久
四
年

　

子
年
相
改
、
古
帳
面
ハ

八
王
子
様
御
納
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

六
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎　

半
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

平
三
郎

惣
村
衆
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
菅
浦
共
有
文
書
近
世
分
６
８
）

（
付
記
）
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）「「
菅
浦
文
書
」
の
総
合
調
査
及
び
村
落
の

持
続
と
変
容
の
通
時
代
的
研
究
」（
課
題
番
号
１
６
Ｈ
０
１
９
４
４
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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