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無
足
人
は
享
保
期
に
一
二
〇
〇
名
、
寛
保
二
年

(

一

七
四
二)

に
は
、
一
九
〇
〇
名
余
に
登
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
無
足
人
の
格
も
後
期
に
な
る
に
従
っ
て
細

分
化
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
弘
化
二
年

(

一
八

四
五)

の
無
足
人
帳
で
は
、
無
足
人

頭
・
薮
廻
無
足
人
・
御
目
見
無
足
人
・

御
供
無
足
人
・
御
供
無
足
人
格
・
御

供
無
足
人
並
・
平
無
足
人
・
平
無
足

人
格
等
々
で
す
。

明
治
五
年

(

一
八
七
二)

の

｢

伊

賀
無
足
人
取
調
帳｣

と
い
う
文
書
が

県
庁
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
明

治
五
年
ま
で
継
続
し
た
無
足
人
・
無

足
人
格
、
五
一
四
名
の
由
緒
が
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
〇
〇

名
余
は
六
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
時
期
毎
に
分
類
し

た
表
を
み
る
と
、
近
世
後
期
に
な
る

ほ
ど
村
役
精
勤
や
軍
資
金
調
達
の
功

績
に
よ
り
無
足
人
に
な
っ
た
者
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
無
足
人
は
津
藩
の
軍
事
力

と
し
て
も
機
能
し
て
い
ま
す
が
、
御

用
金
の
献
納
や
村
役
人
と
し
て
郷
村

支
配
に
功
績
が
あ
っ
た
者
に
対
す
る

褒
賞
と
し
て
の
性
格
を
段
々
と
強
め
て
い
っ
た
の
で

す
。こ

れ
ら
無
足
人
は
、
伊
賀
に
お
け
る
津
藩
軍
事
力

の
基
軸
で
し
た
が
、
同
時
に
郷
村
支
配
を
に
な
う
村

役
人
層
も
こ
の
無
足
人
層
と
重
な
っ
て
い
ま
し
た
。

特
に
、
伊
賀
国
内
の
大
庄
屋
は
全
て
御
目
見
無
足
人

に
属
し
て
い
ま
し
た
。
津
藩
の
郷
村
は
、
伊
勢
領
・

伊
賀
領
共
に
一
〇
名
づ
つ
の
大
庄
屋
が
数
十
か
村
を

管
轄
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
庄
屋
の
居
村
名
を
と
っ
た

組
に
分
け
ら
れ
、
大
庄
屋
の
下
に
は
、
何
人
か
の
組

合
頭
が
置
か
れ
、
そ
の
下
に
各
村
の
庄
屋
が
い
る
と

い
う
構
成
で
し
た
。

名
張
市
城
で
は
南
村

(

現
南
古
山
地
区)

が
猪
田

組
に
属
し
て
い
る
他
は
、
夏
見
組
か
長
坂
組
に
属
し

て
い
ま
し
た
。
嘉
永
年
間
に
は
大
庄
屋
も
御
供
無
足

人
で
し
た
。
大
庄
屋
は
郡
奉
行
・
郡
代
官
の
指
揮
監

督
を
受
け
て
組
下
の
庄
屋
を
統
率
す
る
役
目
で
し
た

が
、
年
貢
の
割
付
に
し
て
も
宗
門
改
に
し
て
も
藩
吏

の
任
務
は
実
質
的
に
は
大
庄
屋
が
代
行
し
、
藩
庁
か

ら
の
布
達
類
や
村
方
か
ら
の
訴
願
も
全
て
大
庄
屋
を

経
由
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
無
足
人
は
津

藩
に
と
っ
て
、
軍
事
力
編
成
に
お
い
て
も
郷
村
支
配

に
お
い
て
も
不
可
欠
の
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

(

茂
木

陽
一)

Ⅱ 悠久の時をふりかえって
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※
１

二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
が
越
前
福
井
六
七
万
石
松
平
忠
直
を
豊
後

に
流
し
た
際
、
忠
直
が
兵
を
起
こ
す
の
を
警
戒
し
て
、
秀
忠
の

内
意
を
受
け
た
大
名
が
出
陣
の
用
意
を
し
た
こ
と
を
い
う
。

文
久
三
年

(

一
八
六
三)

、
伊
賀
に
隣
接
す
る
大

和
の
十
津
川
で
天
誅
組

て
ん
ち
ゅ
う
ぐ
み
が
挙
兵
し
ま
し
た
。
驚
愕

き
ょ
う
が
く
し

た
幕
府
は
、
周
辺
諸
藩
に
鎮
圧
部
隊
の
派
遣
を
命
じ

ま
す
。
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
紀
州
藩
・
彦
根
藩

と
並
ん
で
津
藩
で
し
た
。
そ
し
て
、
津
藩
の
鎮
圧
部

隊
の
大
き
な
柱
に
な
っ
た
の
が
無
足
人
と
呼
ば
れ
る

郷
士
の
部
隊
で
し
た
。
無
足
人
と
は
ど
の
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

近
世
期
に
は
、
郷
村
に
居
住
す
る
半
農
半
士
の
郷

士
を
認
め
て
制
度
化
し
た
と
こ
ろ
が
西
国
の
外
様
雄

藩
を
中
心
と
し
て
、
相
当
広
範
囲
に
存
在
し
て
お
り
、

藤
堂
藩
で
も
郷
士
を
無
足
人
と
し
て
、
武
士
に
準
じ

る
地
位
を
与
え
て
い
ま
す
。

『

宗
国
史』

職
品
編
に
は
、
村
里
有
名
の
家
筋
の

者
で
鑓や
り

甲
冑
を
所
持
す
る
者
を
無
足
人
と
し
、
帯
刀

を
許
し
、
伊
賀
城
代
藤
堂
釆
女
う

ね

め

家
に
属
す
る
者
で
あ

る
こ
と
、
元
和
九
年

(

一
六
二
三)

の
越
前
戒
厳※
１

の

際
の
五
〇
名
の
農
兵
取
立
が
発
端
で
あ
る
こ
と
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
寛
文
十
一
年

(

一
六
七
一)

に
は
、
銃
隊
士
一
○
○
名
を
取
り
立

て
て
お
り
、
こ
の
頃
に
無
足
人
制
度
の
基
本
が
固
ま
っ

た
よ
う
で
す
。
無
足
人
頭
は
若
干
の
俸
禄
を
給
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
無
足
の
本
来
の
意
味
は
無
禄
む

ろ

く

で
あ

り
、
扶
持
ふ

ち

を
給
さ
れ
な
い
が
、
有
事
の
際
に
は
家
臣

と
し
て
軍
役
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
身
分

的
に
は
百
姓
で
は
な
く
武
士
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
平
時
に
お
い
て
も
百
姓
役
な
ど

は
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
他
方
、
無
足
人
は
具
足
・

鑓や
り

・
馬
・
家
来
・
鉄
砲
を
普
段
か
ら
用
意
す
る
こ
と

が
必
要
で
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
装
備
を
普
段
か
ら
用

意
す
る
た
め
に
は
相
当
の
経
済
力
が
な
け
れ
ば
無
足

人
は
つ
と
ま
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
困
窮
し
て
い

る
無
足
人
の
中
に
は
、
毎
年
行
わ
れ
る
無
足
人
改
の

際
に
無
足
人
帳
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
無

足
人
身
分
の
凍
結
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

無
足
人
は
御
目
見

お

め

み

え

無
足
人

(

御
供
無
足
人)

と
平

無
足
人
に
大
別
さ
れ
、
御
目
見
無
足
人
の
中
の
五
名

の
者
が
世
襲
で
無
足
人
頭
を
勤
め
、
平
無
足
人
の
中

か
ら
選
ば
れ
た
一
三
〇
名
の
者
が
薮
廻
や
ぶ
ま
わ

り
無
足
人
と

し
て
そ
の
五
組
の
銃
隊
に
編
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

市
域
の
薮
廻
り
無
足
人
は
保
田
組
か
治
田
組
に
所
属

し
ま
し
た
が
、
同
じ
村
の
無
足
人
で
あ
っ
て
も
組
が

違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
現
役
の
無
足
人

に
は
他
に
山
廻
り
無
足
人
三
〇
名
程
が
あ
り
、
伊
賀

国
内
の
銃
隊
士
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
小
波
田
新
田

鉄
砲
一
〇
〇
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の

中
に
は
多
数
の
無
足
人
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

上
野
城
代
に
直
属
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
現
役
の
無
足
人
は
、
無
足
人
帳
に
登
録
さ

れ
た
無
足
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
登
録
さ
れ
た

無
足
人
と
大
庄
屋

―
郷
士
制
度
と
農
村
支
配
―

無足人と大庄屋
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