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我意が強く、養子天野孫惣と不和になった養母松現院は、山伏の宝蔵院に孫惣の「調
ちょう

伏
ぶく

」を頼みます。
「風聞録」はこのような藩の犯罪の記録です
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新
通
り
六
丁
目
山
伏

　

天あ
ま

野の

家
に
養
子
に
入
り
寄よ
り

合あ
い

を
勤
め
る
孫ま
ご

惣そ
う

は
、
養
母
松し
ょ
う

現げ
ん

院い
ん

、
跡
取
り
娘
で
妻
の
き・

み・

と
不
和
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
養
子
と
い

え
ど
も
主
人
。
本
来
立
場
は
一
番
強
い
は
ず
。

孫
惣
が
、
江
戸
時
代
の
武
士
で
す
か
ら
気
の
弱

い
男
だ
っ
た
の
か
、
か
て
て
加
え
て
松
現
院
が

「
我
意
強
」く
と
い
い
ま
す
か
ら
、
我
が
ま
ま
で

気き

性し
ょ
う

も
荒
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
表
紙
写
真
の

よ
う
に
、
挙あ
げ

句く

の
果
て
に
養
母
松
現
院
は
、
吉

田
元
八
の
妻
い・

を・

を
仲
介
に
し
て
城
下
町
和
歌

山
の
新
通
り
六
丁
目
、
山や
ま

伏ぶ
し

宝
蔵
院
に
頼
み
、

何
と
養
子
孫
惣
を「
調ち
ょ
う

伏ぶ
く

」、
つ
ま
り
呪の
ろ

い
を
か

け
て
殺
そ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
武
家
は
家
を
存
続
さ
せ
て
い
く

必
要
か
ら
嫁
取
り
だ
け
で
な
く
、
頻ひ
ん

繁ぱ
ん

に
養
子

の
や
り
取
り
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
先
代
や

甥お
い
・
姪め
い

が
同
居
し
て
い
る
場
合
も
多
々
あ
り
ま

す
。
そ
こ
に
他
人
が
入
っ
て
来
る
わ
け
で
す
か

ら
、
人
間
関
係
が
う
ま
く
行
く
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
当
然
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
混
乱
し
た
家
庭
秩
序
の
中
、
妻
き・

み・

は
密み
っ

通つ
う

に
走
り
ま
す
。
現
代
の
単
に
不
道
徳
を

意
味
す
る
不
倫
と
は
違
い
、
密
通
は
武
家
社
会

で
は
犯
罪
で
し
た
。
た
と
え
独
身
で
あ
れ
、
婚

外
以
外
の
男
女
の
関
係
は
す
べ
て
密
通
に
含
ま

れ
ま
す
。
妻
き・

み・

の
相
手
は
養
子
孫
惣
の
家
来

で
あ
る
若わ
か

党と
う

前
田
七
郎
。
密
通
事
件
で
は
こ
の

若
党
相
手
と
い
う
の
が
目
に
付
き
ま
す
。
さ
ら

に
き・

み・

は
西
村
孫
左
衛
門
と
い
う
人
物
と
も
関

係
を
持
ち
ま
す
。

「
風
聞
録
」

　

こ
れ
は
藩
の
「
風ふ
う

聞ぶ
ん

姓
名
書
き
抜
き
」（
以
下

「
風
聞
録
」）に
書
か
れ
た
事
件
で
す
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
寛か
ん

政せ
い

十
二
年（
一
八
〇
〇
）か
ら
文

化
十
三
年（
一
八
一
六
）ま
で
の
綴
じ
込
み
で
は
、

「
博ば
く

奕え
き

」「
密
通
」「
他
出（
許
可
を
得
な
い
ま
ま
の

外
出
）
并な
ら
び
に

不ふ

身み

持も
ち

」な
ど
八
つ
の
項
目
と
、
そ

れ
ら
が
重
複
し
た「
雑
」に
分
け
て
、
年
の
順
に

ま
と
め
て
事
件
の
内
容
が
簡
潔
に
記
し
て
あ
り

ま
す
。
多
く
の
事
件
に
は
朱
字
で
処
罰
の
結
果

を
記
し
て
い
ま
す
。
処
罰
は
家
中
「
書
上
げ
」

（「
系
譜
」「
親
類
書
」）に
書
か
れ
た
内
容
と
一
致

す
る
の
で
、「
風
聞
録
」は
藩
の
記
録
と
照
合
し

て
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
こ
の
「
孫
惣
調
伏
」事
件
に
し
て
も
、

一
文
の
末
尾
は「
右
一
件
ニ
付つ
い

而て

風
聞
之の

事
」と

し
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
兄
弟
で
果
た
し

合
い
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
を
家
中「
書
上
げ
」

で
調
べ
て
み
る
と
、
弟
を
討
ち
果
た
し
た
兄
が

何
の
咎と
が

め
も
受
け
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
死
ん

だ
は
ず
の
弟
が
実
際
に
は
後
年
病
死
し
た
と
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
果
た
し
合
い
の
風

聞
は
誤
報
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
「
他
出
并な
ら
び
に

不ふ

身み

持も
ち

」
の
項
に
「
文
化
十
」

（
一
八
一
三
）
を
抹
消
し
て
「
享き
ょ
う

和わ

元
」

（
一
八
〇
一
）に
訂
正
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、「
享
和
元
」の
項
を
書
い
た
の
が

後
の「
文
化
十
」以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
記
し
て
あ
る
年
月
は
事
件
が
起

き
た
と
き
で
は
な
く
処
罰
の
下
っ
た
時
期
の
よ

う
な
の
で
す
が
、
年
は
と
も
か
く
月
は
必
ず
し

も
順
番
通
り
に
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
も
そ
の
と
き
ど
き
に
書

き
込
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
に
ま
と
め

て
記
述
し
た
と
い
う
作
業
手
順
が
み
て
と
れ
ま

す
。「
風
聞
録
」は「
風
聞
」か
ら
出
発
し
た
と
し

て
も
、
調
査
事
項
や
取
り
調
べ
内
容
も
加
え
内

容
区
分
・
年
の
区
分
を
し
て
後
年
に
編へ
ん

纂さ
ん

し
た

藩
の
正
式
な
記
録
な
の
で
す
。

急き
っ

度と

押お
し

込こ
め

置お
き

　

文
化
二
年
十
一
月
、
こ
の
「
調
伏
」事
件
に
対

し
て
藩
か
ら
処
罰
が
下
り
ま
す
。
今
日
な
ら
ば

一
方
的
な
被
害
者
で
あ
る
養
子
孫ま
ご

惣そ
う

な
の
で
す

が
、「
知ち

行ぎ
ょ
う

被め
し

召は
な

放た
れ

、
実
家
ニ
而て

蟄ち
っ

居き
ょ

」、
天
野

家
に
支
給
さ
れ
て
い
た
知
行
は
藩
に
取
り
上
げ

ら
れ
、
孫
惣
は
家
臣
の
地
位
を
失
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
養
子
の
立
場
も
解
か
れ
て
実
家
に
戻
さ

れ
、
謹き
ん

慎し
ん

、
つ
ま
り
実
家
の
屋
敷
か
ら
出
歩
く

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
ま
す
。
何
年
経
っ
て
も
実
家

は
責
任
を
持
た
さ
れ
る
の
で
す
。
た
だ
、
武
士

身
分
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。こ
う
し
て
天
野
家
は
取
り
潰つ
ぶ

さ
れ
ま
し
た
。

　

厳
罰
で
な
い
と
は
い
え
、
主
人
た
る
も
の
、

家
内
を
取
り
締
ま
れ
な
か
っ
た
点
が
問
題
と
さ

れ
た
の
で
す
。
現
代
な
ら
ば
個
人
は
処
罰
し
て

も
家
は
残
り
ま
す
。
現
代
法
は
家
の
内
実
に
踏

み
込
む
意
図
は
持
た
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し

近
世
に
は
、
嫁
取
り
や
養
子
取
り
で
も
当
主
の

自
由
意
志
で
出
来
る
の
で
は
な
く
藩
の
許
認
可

事
項
な
の
で
す
か
ら
、
処
罰
で
も
藩
の
判
断
で

家
の
存
否
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

一
方
、
養
母
松し
ょ
う

現げ
ん

院
は
実
家
で
あ
る
橋
本
織お
り

部べ

が
引
き
取
り「
急き
っ

度と

押お
し

込こ
め

置お
き

」。「
急
度
」は
厳

し
く
、「
押
込
置
」は
こ
れ
も
屋
敷
で
の
謹
慎
な

の
で
す
が
、
紀
州
で
は「
押
込
置
」は
ど
う
も
家

臣
以
外
の
人
物
に
対
し
て
使
っ
た
用
語
の
よ
う

に
思
え
ま
す
。
妻
き・

み・

も
同
じ「
急
度
押
込
置
」

で
す
が
、
き・

み・

は
天
野
家
の
娘
で
戻
す
べ
き
実

家
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
親
類
筋
で
引

き
取
っ
て
押
し
込
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
寺
社
関
係
も
藩
の
統
制
下
に
あ
り
ま

す
か
ら
、
山や
ま

伏ぶ
し

の
宝
蔵
院
も「
城
下
追
放
」に
処

さ
れ
ま
す
。
妻
き・

み・

の
密
通
の
相
手
の
一
人
西

村
孫
左
衛
門
は「
内な
い

々な
い

御お

呵し
か
り

」、
政
治
の
中
枢
で

あ
る
中な
か

奥お
く

で
叱し
っ

責せ
き

を
受
け
ま
し
た
。
き・

み・

に
比

べ
れ
ば
実
に
軽
い
処
罰
で
す
。
も
う
一
人
の
密

通
相
手
、
若わ
か

党と
う

前
田
七
郎
は
処
罰
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
七
郎
は
天
野
家
の
家
臣
で
紀
州
藩
の

直
系
家
臣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
藩
の
権
限

が
及
ば
な
い
か
ら
で
す
。

親
類
あ
げ
て

　

天
野
家「
系
譜
」（
資
料
番
号
四
五
二
）を
み
る

と
、
処
罰
が
下
る
前
の
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）

二
月
に
、
養
子
孫ま
ご

惣そ
う

は
病
気
を
理
由
に
、
願
い

通
り
役
を
解
か
れ
無
役
の
役
と
し
て
の
寄よ
り

合あ
い

に

任
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
の
不
和
に
心
身
と

養
子
を
調ち

ょ
う

伏ぶ
く

写真１　義姉吉田元八妻・同西村孫左衛門妻

養
子
を
調ち

ょ
う

伏ぶ
く
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も
に
疲
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
か「
調ち
ょ
う

伏ぶ
く

」

の
せ
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

　
「
系
譜
」の
写
真
１
の
部
分
を
み
れ
ば
分
か
る

よ
う
に
、
孫ま
ご

惣そ
う

の
妻
き・

み・

に
は
姉
が
ふ
た
り
い

ま
す
。
上
の
姉
が「
吉
田
元
八
妻
」で
す
。
山
伏

宝
蔵
院
に「
調
伏
」を
取
り
持
っ
た
い・

を・

は
、
養

母
松し
ょ
う

現げ
ん

院
の
娘
で
、
妻
き・

み・

の
姉
だ
っ
た
の
で

す
。
天
野
家
は
、
養
母
松
現
院
、
そ
の
娘
で
あ

る
妻
き・

み・

だ
け
で
な
く
、
す
で
に
嫁
に
出
て
い

る
い・

を・

を
も
巻
き
込
ん
で
、
寄
っ
て
た
か
っ
て

養
子
孫
惣
を
追
い
出
し
に
か
か
っ
た
と
い
う
わ

け
な
の
で
す
。

　

下
の
姉
は「
西
村
孫
左
衛
門
妻
」と
な
っ
て
い

ま
す
。
西
村
孫
左
衛
門
と
は
妻
き・

み・

の
密
通
相

手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
何
と
、
妻
き・

み・

は
下

の
姉
の
主
人
と
密
通
し
て
い
た
の
で
す
。

　
「
系
譜
」の
孫
惣
の
項
に
は
、
孫
惣
の
処
罰
内

容
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
家
事
治お
さ
め

方か
た

不よ
ろ
し

宜か
ら
ず

、
家
内
不ふ

熟じ
ゅ
く

之の

上う
え

不ふ

心こ
こ
ろ

得え

之の

儀ぎ

も
相あ
い

聞き
こ
え

候そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
知ち

行ぎ
ょ
う

被め
し

召は
な

放た
れ

実
家
江へ

被さ
し

差つ
か

遣わ
さ
れ

蟄ち
っ

居き
ょ

被お
お
せ

仰つ
け

付ら
れ

候そ
う
ろ
う

」、
家
の
統
治
の
し
方
が
な
っ
て
い
な

い
、
家
族
の
折
り
合
い
が
悪
い
上
、
不
心
得（
密

通
の
こ
と
）も
あ
る
よ
う
だ
、
孫
惣
の
知
行
を

取
り
上
げ
実
家
へ
差
し
戻
し
蟄
居
を
命
じ
る
と

い
う
も
の
で
し
た
。

名
家
天
野
家
の
復
活

　

こ
う
し
て
取
り
つ
ぶ
さ
れ
た
天
野
家
で
す
が
、

「
系
譜
」に
よ
れ
ば
取
り
つ
ぶ
さ
れ
た
そ
の
同
じ

日
に
天
野
家
は
復
活
し
ま
す
。
天
野
家
は
「
先

祖
以
来
久ひ
さ

々び
さ

御ご

奉ほ
う

公こ
う

相あ
い

勤つ
と
め

候そ
う
ろ
う

家い
え

柄が
ら

ニ
付つ
き

、
別べ
つ

儀ぎ

を
以も
っ
て

被め
し
だ
さ
れ

召
出
知ち

行ぎ
ょ
う

三
百
石こ
く

被く
だ

下し
お

置か
れ

大お
お

御ご

番ば
ん

被お
お
せ

仰つ
け

付ら
れ

家や

敷し
き

も
其そ
の

儘ま
ま

被
下
置
候
」、
天
野
家
の
先

祖
以
来
長
く
紀
州
藩
に
奉
公
し
た
家
柄
だ
か
ら

と
い
い
ま
す
。
紀
州
天
野
家
の
初
代
天
野
孫
左

衛
門
は
家
康
の
旧
臣
で
し
た
が
、
紀
州
徳
川
家

初
代
藩
主
頼よ
り

宣の
ぶ

が
五
歳
で
ま
ず
水
戸
の
藩
主
と

な
っ
た
際
、
頼
宣
に
付
け
ら
れ
、
幼
い
頼
宣
に

代
わ
っ
て
水
戸
を
治
め
た
三
人
の
重
臣
の
う
ち

の
ひ
と
り
で
し
た
。
そ
れ
以
来
紀
州
徳
川
家
に

付
き
従
っ
た
名
門
の
家い
え

筋す
じ

な
の
で
す
。「
別
儀

を
以
」と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
特
別
の
理
由

と
と
る
よ
り
も
、
特
別
扱
い
を
し
て
と
考
え
る

の
が
こ
こ
で
は
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。

　

相
続
し
た
の
は
す
で
に
孫
惣
の
養
子
に
決

ま
っ
て
い
た
健
次
郎
と
い
う
人
物
で
、
彼
は
孫

惣
と
は
血
の
つ
な
が
り
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ

そ
の
ま
ま
起
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ

ん
養
子
と
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
孫
惣
の
代

で
天
野
家
は
途
絶
え
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
代

を
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
一
つ
前
の
孫
惣
の
親

の
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
先
代
か

ら
の「
家か

名め
い

相
続
」、
家
を
継
い
だ
の
で
は
な
く
、

廃は
い

絶ぜ
つ

す
る
に
は
惜お

し
い
名
家
で
あ
る
が
故ゆ
え

に
家

名
だ
け
を
継
い
だ
の
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
当
然
、
通
常
の
相
続
で
跡
を
継
ぐ
と
い

う
意
味
の
「
為あ
と

跡め
と

目し
て

」で
は
な
く
、「
被め
し
だ
さ
れ

召
出
」、

新
し
く
家
臣
と
し
て
取
り
立
て
る
形
を
と
っ
て

い
ま
す
。
知ち

行ぎ
ょ
う

高だ
か

は
二
百
石こ
く

減
ら
し
て
三
百
石
。

屋
敷
は
そ
れ
ま
で
の
天
野
家
の
屋
敷
を
そ
の
ま

ま
与
え
て
い
ま
す
。

付
き
慕
い

　

次
も
こ
れ
ま
た
頼
り
な
い
養
子
の
話
で
す
。

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

具ぐ

足そ
く

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

助す
け

の
片
野
孫
兵
衛
は
、
自
分
の
娘
に

勝
之
助
と
い
う
聟む
こ

養
子
を
取
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
こ
の
勝
之
助
、
写
真
２
の「
風
聞
録
」の
よ

う
に
、「
不ふ

熟じ
ゅ
く

」だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
折
り
合

い
が
悪
い
と
も
取
れ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、

藩
の
役
務
に
し
ろ
家
の
経
営
に
し
ろ
、
跡
取
り

と
し
て
適
任
で
な
い
と
解
釈
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
で
藩
に
願
い
出
て
離
縁
に
な
り
ま
し

た
。
当
然
実
家
へ
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
、「
附つ
き

慕し
た

ひい

候そ
う
ろ
う

而て

一い
っ

所し
ょ

ニ
罷ま
か
り

在あ
り

候そ
う
ろ
う

」、
離
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
一
緒

（
一
所
）に
住
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ

は
よ
ろ
し
く
な
い
、
藩
が
養
子
の
離
縁
を
決
め

た
の
で
す
か
ら
、
た
と
え
聟
養
子
勝
之
助
が

渋
っ
た
と
し
て
も
養
父
孫
兵
衛
は
勝
之
助
を
実

家
へ
追
い
立
て
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
養
子

の
縁
を
解
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
家
へ
戻

る
こ
と
を
渋
る
勝
之
助
も
勝
之
助
で
す
が
、
そ

れ
を
許
し
て
同
居
を
続
け
さ
せ
て
し
ま
う
養
父

孫
兵
衛
も
問
題
な
の
で
す
。
ほ
か
に
も
孫
兵
衛

は
、
目
付
役
所
で「
不ふ

束つ
つ
か

」が
あ
っ
た
な
ど
と
も

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
年
十
月
、「
差さ
し

控ひ
か
え

」を

命
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
自
宅
謹き
ん

慎し
ん

の
ひ
と
つ

な
の
で
す
が
、
目
立
た
な
い
よ
う
な
形
で
の
外

出
な
ら
許
さ
れ
る
と
い
う
、
蟄ち
っ

居き
ょ

よ
り
は
緩ゆ
る

や

か
な
謹
慎
で
す
。

　

片
野
家「
系
譜
」（
資
料
番
号
三
六
三
七
）に
は

そ
の
後
の
事
情
が
の
っ
て
い
ま
す
。「
先
年
養

子
被お
お
せ
つ
け
ら
れ

仰
付
候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ

存ぞ
ん

念ね
ん

之の

品し
な

有こ
れ

之あ
り

、
実じ
つ

方か
た

へ
戻も
ど
し

候
、
右
養
子
被
仰
付
候
後の
ち

妾し
ょ
う

腹ふ
く

ニ
出し
ゅ
っ

生し
ょ
う

之
男
子

銑せ
ん

之の

丞じ
ょ
う

を
惣そ
う

領り
ょ
う

ニ
被
仰
付
被く
だ

下さ
れ

候
」、
養
子
を

実
家
に
戻
し
た
あ
と
で
妾
（
正
妻
で
は
な
い
女

性
）が
男
子
を
生
ん
だ
の
で
、
こ
の
男
の
子
を

跡
継
ぎ
に
定
め
て
い
ま
す
。

養
家
乗
っ
取
り

　

今
度
は
こ
わ
い
養
子
で
す
。
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
大お
お

番ば
ん

で

し
ょ
う
か
千
本
家
の
養
子
新
五
郎
は
、
千
本
家

の
跡
取
り
娘
の
妻
ふ・

ん・

を
虐
待
し
た
そ
う
で
す
。

写
真
３
の「
風ふ
う

聞ぶ
ん

録
」に
あ
る
よ
う
に
、
妻
ふ・

ん・

に
対
し「
当
り
厳き
び

敷し
き

食
事
宛あ
て

飼が

」っ
た
と
い
い
ま

す
が
、
こ
れ
を「
当
り
厳
敷
」と「
食
事
宛
飼
」に

切
っ
て
し
ま
っ
て
は
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
り

写真 2　離縁した元養子が一緒に住む

写真 3　腐った食事を与えられた妻は「出奔」
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ま
す
。「
当
り
厳
敷
食
事
」を「
宛
飼
」で
、「
当
り
」

は
食
べ
物
の
い
た
ん
だ
部
分
で
す
か
ら
、
腐く
さ

っ

た
食
事
を
与
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い

は
、
一
切
食
べ
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
養
子
新
五
郎
に
は
、
舟
橋
安や
す

左ざ

衛え

門も
ん

の
後ご

家け（
夫
に
先
立
た
れ
た
妻
）さ・

よ・

の・

も
加

勢
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
仕
打
ち
に
堪た

え
難が
た

く
、

ふ・

ん・

は「
出し
ゅ
っ

奔ぽ
ん

、
乞こ

食じ
き

体て
い

ニ
相あ
い

成な
り

」、
逃
げ
だ
し

て
、「
乞
食
」の
よ
う
に
し
て
暮
ら
し
て
い
る
と

い
う
う
わ
さ
が
流
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
年
八
月
に
処
罰
が
あ
っ
て
、
新
五
郎
は

家
臣
の
立
場
の
み
な
ら
ず
武
士
身
分
を
も
解
か

れ
る「
改か
い

易え
き

」の
上
、
和
歌
山
城
下
一
〇
里（
約

四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）外
に
追
放
と
い
う
、
居

住
地
の
制
限
ま
で
受
け
ま
し
た
。
後
家
さ・

よ・

の・

は
四
〇
日
間
の
押
し
込
め
と
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
４
の
千
本
家
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

七
六
〇
七
）に
は
、
養
子
新
五
郎
の
実じ
つ

方か
た

舟

橋
家
に
「
父　

舟
橋
安
左
衛
門
」と
あ
り
ま
す
。

養
子
新
五
郎
に
加
勢
し
た
「
舟
橋
安
左
衛
門
後

家
」は
、
新
五
郎
の
実
母
だ
っ
た
の
で
す
。
実

の
母
親
が
養
子
先
に
口
出
し
、
だ
け
で
な
く

手
出
し
ま
で
す
る
っ
て
、
こ
れ
は
近
世
の
話

な
の
で
す
が
。

ふ
ん

4

4

の
帰
還

　

千
本
家
の
養よ
う

父ふ

は
享き
ょ
う

和わ

元
年
（
一
八
〇
一
）

三
十
三
歳
の
時
に
病
気
に
な
り
、
死
ぬ
間
際
に

養
子
願
い
を
出
す
末ま
つ

期ご

養
子
の
手
続
き
を
と
っ

て
、「
娘
壱い
ち

人に
ん

御ご

座ざ

候そ
う
ろ
う

ニ
付つ
き

い
か
体て
い

之の

者
ニ
而て

も
聟む
こ

名め
い

跡せ
き

被お
お
せ
つ
け
ら
れ

仰
付
被く
だ

下さ
れ

」、
娘
が
一
人
い
ま
す

の
で（
こ
れ
が
ふ・

ん・

で
す
が
）、
こ
の
娘
に
ど
の

よ
う
な
者
で
も
聟
を
取
っ
て
跡
継
ぎ
に
し
て
下

さ
い
と
し
、
こ
の
年
六
月
に
死
去
し
ま
し
た

（「
系
譜
」・
資
料
番
号
七
六
〇
五
）。
娘
と
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
養
父
に
は
妻
は
い
な
か
っ
た

の
で
妾し
ょ
う

の
子
だ
っ
た
と
思
え
ま
す
。
十
二
月
で

し
ょ
う
か
、
相
続
し
た
の
が
十
七
歳
の
新
五
郎
。

実
父
安
左
衛
門
の
就
い
て
い
た
、
調
理
を
行
う

「
台だ
い

所ど
こ
ろ

人に
ん

」（「
親
類
書
」・
資
料
番
号
七
六
〇
七

に
は
、
台
所
会
計
を
預
か
る
「
賄ま
か
な
い

人に
ん

」と
あ
り

ま
す
が
、「
風
聞
録
」の「
台
所
人
」の
方
が
正
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）か
ら
す
れ
ば
、
養
家
千

本
家
の
役
儀
だ
っ
た
中
核
的
騎
馬
隊
の
大
番
は

は
る
か
に
上
の
位
。
願
っ
て
も
な
い
養
子
口
だ

っ
た
は
ず
で
す
。
感
謝
を
し
て
養
家
千
本
家
の

経
営
に
励
め
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
で
す
が
。

す
で
に
養
父
は
死
去
し
て
い
ま
す
か
ら
、
た
し

か
に
千
本
家
は
新
五
郎
や
実
母
の
や
り
た
い
放

題
の
状
況
に
な
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
、

血
の
つ
な
が
っ
た
娘
を
追
い
だ
し
、
養
家
を
乗

っ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
家
付

き
娘
の
ふ・

ん・

が
妾
の
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

関
係
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

の
ち
の
天て
ん

保ぽ
う

十
一
年（
一
八
四
〇
）、
次
の
代

の
養
子
が
書
い
た
写
真
５
の
「
親
類
書
」（
資
料

番
号
七
五
九
八
）に
は
、「
養
父　

千
本
新
五
郎

　

死
」と
な
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
死
を
確
認

し
た
の
か
、
改か
い

易え
き

に
な
っ
た
人
物
だ
か
ら
死
ん

だ
も
の
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
。「
養
母　

千
本
新
五
郎
妻
」（
妻
が

夫
の
妻
な
の
は
当
た
り
前
な
の
で
、
こ
こ
は
養

家
の
跡
取
り
娘
と
し
て「
家か

女じ
ょ

」と
書
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
す
）と
あ
り
ま
す
の
で
、

「
出し
ゅ
っ

奔ぽ
ん

、
乞こ

食じ
き

体て
い

ニ
相あ
い

成な

」っ
た
ふ・

ん・

は
、
ど
う

や
ら
家
に
連
れ
戻
し
て
も
ら
っ
て
無
事
暮
ら
せ

た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
次
の
養
子
が
相
続
し
た

経
緯
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

継
母
の
虐
待

　

次
は
継ま
ま

子こ

虐
待
で
す
。文
化
六
年（
一
八
〇
九
）

の
項
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
寄よ
り

合あ
い

で
あ
る
浅

井
亀
吉
の
実
母
慈じ

光こ
う

院
は
亀
吉
の
姉
さ・

と・

を
虐

待
し
た
と
い
い
ま
す
。
写
真
６
の「
風ふ
う

聞ぶ
ん

録
」に

あ
る
よ
う
に
、「
厳き
び

敷し
く

当
り
殊こ
と
の

外ほ
か

に
く
み
非
道

ニ
致
し
」、
厳
し
く
扱
い
、
と
り
た
て
て
憎に
く

ん

で
、
普
通
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
ひ
ど
い
こ
と

を
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
朝
夕

之の

給た
ま
い

も
の
さ
へえ

あ
て
か
い
候
而て

給
さ
せ
不も
う

申さ
ず

」

と
あ
り
ま
す
。
朝
夕
の
食
事
も
与
え
る
け
れ
ど

も
食
べ
さ
せ
な
か
っ
た
、
あ
え
て
解
釈
す
れ
ば
、

目
の
前
に
置
く
だ
け
置
い
て
実
際
食
べ
る
こ
と

は
禁
じ
た
、
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
す

が
。
ま
あ
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
解
釈
を
す
る
こ
と

も
な
い
の
で
、「
給
も
の
さ
へ
あ
て
か
い
不
申
」

か「
給
も
の
さ
へ
給
さ
せ
不
申
」の
書
き
間
違
い

と
考
え
て
、
朝
夕
の
食
事
も
与
え
な
か
っ
た
と

と
っ
た
方
が
素
直
だ
と
思
い
ま
す
が
。

　

実
母
慈
光
院
は
自
分
だ
け
で
な
く
、「
家け

来ら
い

男
女
ニ
至い
た
る

ま
て
荒あ
ら

々あ
ら

敷し
く

為と
り
あ
つ
か
わ
せ

取
扱
」、
浅
井
家
に

い
る
家
来
や
奉ほ
う

公こ
う

人に
ん

の
男
女
に
ま
で
乱
暴
に
扱

わ
せ
た
の
で
、
さ・

と・

は
難
儀
を
し
ま
し
た
。
さ・

と・

は
慈
光
院
で
な
く
、「
富
田
甚じ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

姉
」の

出し
ゅ
っ

生し
ょ
う

し
た
子
と
な
っ
て
い
ま
す
。
次
に
し
め
す

博ば
く

奕え
き

と
密み
っ

通つ
う

の
記
録
の
中
に
も「
継ま
ま

子こ

さ
と
」と

い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
の
で
、
さ・

と・

と
亀
吉
が

姉
と
弟
と
い
っ
て
も
、
義
理
の
姉
弟
で
、
さ・

と・

は
先せ
ん

妻さ
い（

富
田
甚
左
衛
門
姉
）の
子
、
亀
吉
は
後ご

妻さ
い

で
あ
る
慈
光
院
の
子
な
の
で
す
。
そ
れ
が
さ・

と・

を
集
中
的
に
い
じ
め
た
理
由
だ
っ
た
の
で
す
。

「
て
ん
し
ゅ
う
」

　

と
こ
ろ
が
こ
の
実
母
慈じ

光こ
う

院
、
こ
れ
だ
け
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
ず
博ば
く

奕え
き

で
す
。
新し
ん

番ば
ん

頭が
し
ら

大
嶋
民た
み

右え衛
門も
ん

と
い
う
人
物
の
屋
敷
で
、
慈

写真４　妻を虐待した「後家」は義理の母

写真５　「出奔」した妻も無事に戻る

写真６　継子を憎んで虐待
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光
院
と
大
嶋
閑か
ん

全ぜ
ん
・
了り
ょ
う

智ち

院
・
閑
全
の
妾し
ょ
う

い・

さ・

の
四
人
が
、
夜
に
寄
り
集
ま
り
、
深し
ん

更こ
う（
深
夜
）

に
お
よ
ぶ
ま
で
、「
て
ん
し
ゅ
う
」と
い
う
博
奕

を
し
た
と
い
い
ま
す
。
ど
う
い
う
も
の
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
大
嶋
家
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

二
一
七
五
）に
よ
れ
ば
、
大
嶋
閑
全
は
民
右
衛

門
の
養
父
、
了
智
院
は
閑
全
の
妹
で
す
。
家
族

で
博
奕
を
し
て
何
が
お
も
し
ろ
い
の
か
理
解
に

苦
し
み
ま
す
が
。

　

つ
ぎ
に
密み
っ

通つ
う

で
す
。
相
手
は
同ど
う

心し
ん

川
口
弁べ
ん

次じ

と
い
う
者
、
そ
し
て
、
こ
の
年
二
月
ご
ろ
か
ら

は
家
の
若わ
か

党と
う

大
岸
留と
め

次じ（
郎ろ
う

）だ
っ
た
と
い
い
ま

す
。
そ
う
す
る
と
継ま
ま

子こ

さ・

と・

を
邪じ
ゃ

険け
ん

に
扱
っ
た

家
の
家け

来ら
い

の
中
に
は
こ
の
留
次
郎
も
入
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

先
妻
の
実
家
で
あ
る
富
田
家
の
享き
ょ
う

和わ

二

年
（
一
八
〇
二
）
の
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

九
四
三
八
）に
す
で
に
先
妻
は
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、「
姪め
い　

浅
井
庄し
ょ
う

左ざ

衛え

門も
ん

娘
」と
し
て
、
血
の

つ
な
が
り
の
あ
る
さ・

と・

だ
け
が
書
い
て
あ
り
ま

す
。
先
妻
は
こ
の
享
和
二
年
よ
り
前
に
没
し
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
亀
吉
の
父
親
は
文
化

四
年
に
死
去
。
浅
井
の
家
を
相
続
し
た
亀
吉
が

「
系
譜
」（
資
料
番
号
一
二
八
）を
提
出
し
た
文
化

五
年（
一
八
〇
八
）に
八
歳
で
す
か
ら
、
彼
は
享

和
元
年
（
一
八
〇
一
）の
生
ま
れ
に
な
り
ま
す
。

ど
う
や
ら
寛か
ん

政せ
い

末
年（
一
七
九
〇
年
代
末
）ご
ろ

に
先
妻
が
没
し
、
そ
れ
ほ
ど
の
間
を
お
か
ず
に

父
親
は
慈
光
院
と
再
婚
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
風
聞
録
」文
化
六
年
の
項
に
は
慈
光
院
ら
の

処
罰
に
つ
い
て
何
も
ふ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
密

通
」の
項
に
は
「
亀
吉
親
類　

村
上
又
右
衛
門
」

に
関
す
る
頭あ
た
ま

書が
き

が
あ
っ
て
、
慈
光
院
の
密
通
相

手
の
留
次
が
「
暇い
と
ま

ヲ
モ
遣つ
か
わ

さ
せ
候そ
う
ろ
う

程
之の

品し
な

ニ
候

処
、
是こ
れ

迄
何な
ん

等ら

申も
う
し

聞き
け

候
品
も
不あ
い

相き
こ

聞え
ず

不ふ

行ゆ
き

届と
ど
き

」、

解
雇
す
べ
き
ほ
ど
の
事
態
な
の
に
、
何
も
言
い

聞
か
せ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
で
不
行
き
届
き
だ

と
い
う
評
価
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
処
罰
さ
れ

た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
亀
吉
が
ま

だ
若
く
、
身
近
に
は
男
性
が
い
な
か
っ
た
た
め
、

亀
吉
の
父
の
従い
と
こ弟

と
い
う
遠と
お

縁え
ん

の
人
物
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亀
吉
家
に
責
任
を
負
う
べ

き
役
割
が
回
っ
て
き
た
の
で
す
。

さ・

と・

の
嫁
入
り

　

文
化
五
年
浅
井
亀
吉
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

一
二
九
）に
は
「
母　

小
笠
原
一い
ち

学が
く

娘
（
慈じ

光こ
う

院
）」の
右
肩
に
「
御お

咎と
が
め

被お
お
せ
つ
け
ら
れ

仰
付
候そ
う
ろ
う

」と
あ
り
ま

す
。「
咎
」は「
呵し
か
り

」、
叱し
っ

責せ
き

の
こ
と
な
の
か
、
別

の
処
罰
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
こ

と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
慈
光
院
の
父

に
当
た
る「
祖
父　

小
笠
原
一
学
」に
も
同
じ
く

「
御
咎
被
仰
付
候
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
祖
父

も
こ
の
虐
待
に
何
か
関
与
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
慈
光
院
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
外
の
記
載
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
実
家
に
戻
さ
れ
た
の
で
は

な
く
浅
井
家
に
そ
の
ま
ま
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
亀
吉
は
何
の
咎
め
も
受
け
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
こ
の
虐
待
に
か
か
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た

よ
う
で
、
こ
れ
に
は
救
わ
れ
ま
す
。

　
「
姉　

壱い
ち

人に
ん（
さ
と
）」は「
私
手
前
ニ
罷ま
か
り

在あ
り

候
」、

亀
吉
の
と
こ
ろ
に
同
居
し
て
い
ま
す
と
書
い
て

あ
り
ま
す
の
で
、
慈
光
院
処
罰
後
は
平へ
い

穏お
ん

に
暮

ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
慈
光
院
が
浅
井

家
に
居
続
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
と
に

と
っ
て
は
気
が
重
か
っ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

が
。
写
真
７
の
天
保
二
年（
一
八
三
一
）の「
親

類
書
」（
資
料
番
号
一
三
〇
）で
は
、
さ
と
は
留る

守す

居い

番ば
ん

の「
設し
だ
ら楽

源
太
郎
妻
」と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
順
当
に
嫁
に
出
た
よ
う
で
す
。

実
父
の
虐
待

　

最
後
の
話
は
実
父
に
よ
る
虐
待
で
す
。
写

真
８
の
「
風ふ
う

聞ぶ
ん

録
」
に
よ
れ
ば
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）の
こ
ろ
、
書し
ょ

院い
ん

番ば
ん

だ
っ
た
養
子
松

田
文ぶ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

は
後ご

妻さ
い

き・

よ・

の・

と
い
っ
し
ょ
に

な
っ
て
、
先せ
ん

妻さ
い

と
の
娘
く・

の・

を
い
じ
め
た
と
い

い
ま
す
。「
当
り
悪あ

敷し
き

食
事
等
あ
て
か
い
候そ
う
ろ
う

上う
え

、

厳き
び

敷し
く

手
仕
事
等
致
さ
せ
候そ
う
ろ
う

」、
腐く
さ

っ
た
食
べ
物

を
与
え
た
う
え
、
厳
し
い
手
仕
事
も
さ
せ
ま
し

た
。
厳
し
い
手
仕
事
と
は
、
た
と
え
ば
機は
た

織お

り

の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
の

父
親
か
ら
ま
で
虐
待
さ
れ
て
は
逃
げ
場
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

文
化
六
年
九
月
に
下
っ
た
処
罰
は
、
文
左
衛

門
に
対
し
て「
内な
い

証し
ょ
う

ニ
而て

教き
ょ
う

諭ゆ

」、
藩
政
治
の
中ち
ゅ
う

枢す
う

、「
内
証
」（
中
奥
）で
説せ
つ

諭ゆ

す
る
と
い
う
軽
い

も
の
で
し
た
。
後
妻
き・

よ・

の・

に
つ
い
て
は
何
も

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
処
罰
は
受
け
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
虐
待
が
女
子
に
向
け
て

の
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
妻
ふ・

ん・

へ
の
虐
待
で
千
本
新
五
郎
が
改か
い

易え
き

に
処
さ
れ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
軽
さ
が
際
立
ち
ま

す
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
先
の
慈
光
院
へ
の「
咎と
が
め

」

も「
呵し
か
り

」の
意
味
だ
っ
た
と
判
断
で
き
ま
す
。

　

文
化
十
三
年（
一
八
一
六
）の
松
田
家「
親
類

書
」（
資
料
番
号
一
二
六
九
六
）で
は「
妻　

東と
う

使し

伴ば
ん（

幡ば
ん

）右え衛
門も
ん

娘（
き・

よ・

の・

）」は
処
罰
を
受
け

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
松
田
家
の
同
じ
屋
敷

に
く・

の・

と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
写
真
９

の
文ぶ
ん

政せ
い

十
三
年（
一
八
三
〇
）の「
親
類
書
」（
資

料
番
号
一
二
六
九
四
）で
は
く・

の・

は
嫁
に
出
て
、

大
番
の「
田た

所ど
こ
ろ

平へ
い

左ざ

衛え

門も
ん

妻
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
遊
佐
教
寛
）

写真７　虐待を受けた継子も嫁入り

写真９　先妻の娘もその後、大番の妻に 写真８　先妻の娘に手仕事を強いる
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北
島
御
殿
は
紀
州
藩
が
和
歌
山
に
所
有
し
て

い
た
御
殿
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、
紀
ノ
川
右
岸

の
河
口
部
に
あ
る
北
島
村
（
現
和
歌
山
市
、
地

図
１

■
部
）に
造
営
さ
れ
た
御
殿
で
す
。

　
『
紀
伊
続
風
土
記
』に
よ
れ
ば
「
村
の
南　

公

の
別
殿
あ
り
、
北
嶋
御
殿
と
い
ふ
、
其そ
の

西
に
鵜う

島し
ま

と
い
ふ
地
あ
り
」と
あ
り
、『
南
紀
徳
川
史
』

（
第
十
七
冊
）に
は
、
御
殿
の
造
営
は
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）、
二
代
藩
主
光
貞
の
こ
ろ
で
、「
邸

地
は
川
に
沿
っ
て
一い
っ

郭か
く

を
な
し
、
内
に
池
沼

あ
っ
て
雁が
ん
・
鴨か
も

、
群
を
な
し
、
歴
世
猟
遊
の
別

邸
た
り
、
維
新
の
前
迄
殿
房
、
存ぞ
ん

し
た
り
」と

伝
え
て
い
て
、
歴
代
藩
主
の
狩
り
の
拠
点
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
り
ま
す
。

　

ま
た
、
同
書（
第
十
冊
）に
は
村
の
高
は
三
〇
六

石
四
斗
三
升
一
合
で
、
そ
の
う
ち
二
十
二
石
八

斗
六
升
二
合
が
「
御
殿
地
成な
り（
注　

御
殿
に
転
換

し
た
田
畑
の
数
量
）」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
収

穫
高
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
お
よ
そ
四
〇
〇
〇
坪

ほ
ど
の
広
さ
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

御
殿
は
明
治
維
新
の
こ
ろ
ま
で
存
在
し
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
場
所
は
『
紀
伊
続
風
土

記
』が
伝
え
る
よ
う
に「（
北
島
）村
の
南
」と
し

か
分
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

写
真
１
の
文
書
は
北
島
村
の
西
側
に
位
置
す

る
松
江
村
の
庄
屋
文
書
の
う
ち
の
一
点
で
す
。

　

嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）二
月
、
土ど
う

入に
ゅ
う

川
の
流

域
十
二
か
村
の
庄
屋
た
ち
か
ら
大
庄
屋
に
対
し

て
、
土
入
川
が
紀
ノ
川
に
流
れ
込
む
河
口
に
棒ぼ
う

堤つ
つ
み

を
築つ
き

立た
て

す
る
よ
う
に
願
い
書
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
願
い
書
に
は「
北
嶋
渡
し
場
」や「
喰

違
イ
通
」、「
久
三
」な
ど
の
場
所
や
通
り
、
地

名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
て
具
体
的
な
場
所
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
地
名

や
、
文
中
の
「
北
嶋
御
殿
下

百
間
堤
通
中
洲

江
向
ケ
棒
堤
御
築
立
被
為
成
下
候
ハ
ヽ
…
」と

い
う
記
述
か
ら
北
島
御
殿
跡
を
探
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

北
島
村
は
、『
紀
伊
続
風
土
記
』に
よ
る
と
、

藩
政
期
に
は
家
数
一
八
七
軒
、
六
五
八
人
の
人

数
の
村
で
し
た
。
東
に
は
紀
ノ
川
が
あ
り
、
北

に
福
島
村
、
西
に
野
崎
村
、
梶か
ん

取ど
り

村
な
ど
が
あ

り
、
野
崎
組
（
名
草
郡
）に
属
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
村
の
南
側
に
は
湊
村（
海
士
郡
雑
賀
組
）

が
あ
り
、
そ
の
西
に
は
松
江
村
（
名
草
郡
貴
志

組
）が
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
現
在
の
紀
ノ
川
河
口
部
は
、
大
正

十
二
年（
一
九
二
三
）か
ら
始
ま
っ
た
護
岸
の
改

修
工
事
や
埋
め
立
て
工
事
、
浚し
ゅ
ん

渫せ
つ

工
事
の
た
め
、

そ
れ
以
前
と
は
一
変
し
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
北
島
の
南
部
と
隣
接
す
る
湊
の
北
東

部
は
陸
続
き
と
な
り
、
紀
ノ
川
に
は
北
島
橋
や

河か

西せ
い

橋
、
紀
ノ
川
大
橋
な
ど
多
く
の
橋
が
架

か
っ
て
い
ま
す（
地
図
１
）。

　

埋
め
立
て
以
前
の
地
理
を
知
る
た
め
に
明
治

十
九
年（
一
八
八
六
）測
量
の
地
図（
地
図
２
）を

み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
地
図
に
よ
る
と
、
紀
ノ
川
河
口
部
に
は

多
く
の
中
州
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
り
ま
す
。

　

北
島
村
の
南
部
か
ら
分
岐
し
た
紀
ノ
川
の
流

れ
と
北
部
か
ら
東
側
へ
湾
曲
し
な
が
ら
南
下
し

て
き
た
土
入
川
の
河
口
が
、
繋
が
っ
て
お
り
、
土

入
川
の
河
口
が
、
分
岐
し
て
き
た
紀
ノ
川
と
合

流
し
、
さ
ら
に
南
下
し
て
い
る
た
め
北
島
村
の

南
、
湊
の
東
は
大
き
な
中
州
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
紀
ノ
川
に
は
橋
は
な
く
、
渡
し
船
が

川
を
往
来
し
て
い
ま
し
た
。
北
島
村
の
東
部
の

川
沿
い
に
石
垣
が
積
ま
れ
た
小
さ
な
波
止
場
が

あ
り
ま
す（
地
図
２
①
）。
そ
の
対
岸
の
砂
地
に

は
城
下
へ
通
じ
る
道
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

が
「
北
嶋
渡
し
場
」で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
村
の
東
南
の
先
端
か
ら
は
棒
状
の
堤

が
紀
ノ
川
中
央
部
に
向
っ
て
築
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が「
百
間
堤
」（
同
②
）で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
紀
ノ
川
の
川
沿
い
を
堤
防
兼
道
路
が

通
り
、
福
島
村
や
北
島
村
の
東
側
か
ら
南
を
抜

け
て
土
入
川
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

願
い
書
が
出
さ
れ
た
嘉
永
六
年
か
ら
こ
の
地

図
が
測
量
さ
れ
た
明
治
十
九
年
ま
で
三
十
三
年

あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
嘉
永
期
に
お
い
て
も

こ
の
よ
う
な
地
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

北
島

御
殿

跡
を

探
す

写真１　西松江村文書　資料番号 9

地図１　現在の北島周辺（国土地理院 2 万 5 千分の 1「和歌山」部分）

地図２　明治 19 年測量　北島村周辺（国土地理院 2 万分の 1）部分

　
北
島
村
と
そ
の
周
辺

北
島
御
殿
跡
を
探
す

　
　
　
　

乍
恐
再
応
奉
願
上
口
上

一
、
中
古
来
紀
ノ
川
筋
川
床
一
躰
ニ
埋
レ
、
自
然

天
の
川
下
へ
破
瀬
持
出
シ
、
出
水
之
節
々
北
嶋

渡
シ
場

 
食
違
イ
通
、
久
三
へ
悪
水
突
掛
ケ
、

土
入
川
筋
へ
尻
込
ニ
相
成
、年
々
右
辺
堤
切
レ
ニ
而

当
組
村
々
田
畑
住
家
共
水
難
ニ
付
、
誠
ニ
以

難
儀
迷
惑
仕
候
間
、
何
卒
右
之
北
嶋
御
殿
下

百
間
堤
通
中
州
江
向
ケ
棒
堤
御
築
立

被
為
成
下
候
ハ
ヽ
右
之
愁
も
無
之
（
以
下
略
）

①

②
③

④

中州
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「
願
い
書
」に
よ
る
と
古
来
よ
り
紀
ノ
川
が
、

土
砂
な
ど
の
堆
積
物
に
よ
り
川
の
底
が
浅
く
な

り
、
度
々
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
い
た
様
子
が
読

み
取
れ
ま
す
。

　

嘉
永
期
に
お
い
て
も
そ
れ
は
か
わ
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
、
増
水
し
た
紀
ノ
川
の
流
れ
が
、
大

き
な
中
州
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
、
北
島
渡
し
場

付
近
か
ら
、
中
州
の
北
を
分
岐
し
て
流
れ
る
紀

ノ
川
の
水
が
喰
違
い
通
を
越
え
、
久
三
へ
悪
水

が
突
い
て
来
て
、（
地
図
２
④
）土
入
川
筋
へ
逆

流（
尻
込
み
）し
、
こ
の
あ
た
り
の
堤
が
毎
年
切

れ
て
し
ま
う
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
当
組

村
々
の
田
畑
や
住
家
が
水
難
に
あ
う
の
で
誠
に

も
っ
て
難
儀
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
大
雨
な
ど
で
洪
水
が
起
き
れ
ば
堤
防

の
ど
こ
か
が
切
れ
、
浸
水
し
、
増
水
し
た
水
が

土
入
川
を
逆
流
し
、
流
域
の
田
畑
や
民
家
に
多

く
の
被
害
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
悪
水
は
土
入
川
を
遡
り
流
域
の
家
屋
や

田
畑
を
浸
水
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
被
害
を
防
ぐ

た
め
土
入
川
の
河
口
に「
棒
堤
」を
築
き
た
い
と

流
域
十
二
ケ
村
の
庄
屋
た
ち
は
連
名
で
願
い
書

を
だ
し
た
の
で
す
。

　
「
久
三
」は「
き
ゅ
う
ざ
」と
読
み
、
土
入
川
に

か
か
る「
久
三
橋
」（
地
図
２
の
③
）の
周
辺
を
こ

の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　

悪
水
は「
北
嶋
渡
し
場
」か
ら「
喰
違
イ
通
」を

こ
え
て「
久
三
」に
突
い
て
き
た（
地
図
２
の
④
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
喰
違
イ
通
」は
北
嶋
渡
し

場
か
ら
南
西
へ
続
く
堤
防
道
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

で
は
棒
堤
は
ど
の
よ
う
に
築
か
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
願
い
書
に
よ
れ
ば
、
棒
堤
は
「
北

嶋
御
殿
下
よ
り
百
間
堤
通
」を
「
中
州
江
向
け
」

と
あ
り
ま
す
。
先
に
み
た
明
治
十
九
年
の
地
図

に
よ
る
と
、
土
入
川
の
河
口
に
は
紀
ノ
川
の
逆

流
を
妨
げ
る
か
た
ち
で
棒
堤
が
築
か
れ
て
い
ま

す（
地
図
２
の
③
）。

　

地
図
３
は
大
正
三
年
の
紀
ノ
川
改
修
工
事
の

図
面
で
す
。
土
入
川
の
河
口
付
近
に
堤
が
あ
り

ま
す
。
嘉
永
当
時
の
堤
防
は
も
う
少
し
短
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
恐
ら
く
庄
屋
た
ち
が

築
立
を
願
い
出
た
の
は
こ
の
よ
う
な
棒
堤
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
棒
堤
は
百
間
堤
に
通
じ
る
堤
防
道
に
接

し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
堤
防
道
が
「
百
間
堤

通
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば

「
北
島
御
殿
下
」は
こ
の
道
に
続
い
て
も
う
少
し

東
寄
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
北
島
御
殿

は
紀
ノ
川
の
百
閒
堤
と
導
入
川
の
棒
堤
の
間
の
、

堤
防
道
に
接
す
る
、
東
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
の
で
す
。

　

地
図
４
は
昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）の
北

島
周
辺
の
小こ

字あ
ざ

を
記
し
た
地
図
で
す
。

　

先
ほ
ど
北
島
御
殿
と
推
測
し
た
場
所
に
、「
邸

内
」や
「
内
座
」の
小
字
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
邸
内
の
西
側
に
は「
鵜
ノ
嶋
」や「
向

鵜
嶋
」な
ど
の
小
字
も
あ
り
、『
紀
伊
続
風
土
記
』

に
記
さ
れ
た
地
理
と
も
合
致
し
ま
す
。

　

で
は
、
こ
の
場
所
は
現
在
の
ど
の
あ
た
り
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
小
字
図
に
は
鉄
道
の
路

線
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
路
線
は
明
治

四
十
五
年（
大
正
元
年
、
一
九
一
二
）に
開
通
し

た
加
太
軽
便
鉄
道
の
も
の
で
、
北
島
、
加
太
間

９
，９
キ
ロ
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。
停
留
所
は

和
歌
山
口
駅（
北
島
）、
島
橋
、
中
松
江
な
ど
７

箇
所
が
あ
り
、
加
太
の
淡
嶋
神
社
参
詣
や
、
加

太
港
か
ら
淡
路
、
四
国
へ
連
絡
の
要
と
し
て
利

用
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
図
に
よ
る
と
線
路
は
内
座
と
邸
内
の
境
を

通
り
、
西
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
開
通
当
初
は

北
島
が
発
着
駅
で
し
た
が
、
深
山
重
砲
兵
連
隊

が
設
置
さ
れ
、
次
第
に
運
輸
、
軍
事
上
の
最
も

重
要
路
線
と
な
り
、
大
正
三
年（
一
九
一
四
）に
、

紀
ノ
川
に
架
橋
、
南
海
鉄
道
和
歌
山
市
駅
と
接

続
し
、
和
歌
山
口
駅
は
北
島
駅
と
な
り
、
和
歌

山
口
駅
は
和
歌
山
市
に
移
転
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
時
架
橋
さ
れ
た
鉄
橋
が
現
在
の
河
西
橋
で
す
。

　

河
西
橋
は
、
昭
和
二
十
八
年（
一
九
五
三
）の

水
害
で
鉄
橋
の
中
央
部
が
崩
壊
し
、
鉄
道
の
橋

と
し
て
は
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
和
歌

山
口
か
ら
土
入
川
以
東
は
ル
ー
ト
変
更
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
路
線
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
河
西
橋
は
、
歩
道
の
橋

と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
橋
を
基
準
に
考

え
る
と
、
橋
の
北
詰
か
ら
西
へ
延
び
る
細
い
道

が
、
か
つ
て
の
加
太
軽
便
鉄
道
の
線
路
跡
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
で
は
御
殿
跡
近
く
に
は
市
営
住
宅
や
大
型

商
業
施
設
が
建
設
さ
れ
、
当
時
を
お
も
わ
せ
る

も
の
は
紀
ノ
川
河
口
に
干
潮
時
に
そ
の
姿
を
み

せ
る
百
間
堤
の
一
部
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
島
由
佳
）

地図 3　大正三年の紀の川改修工事が始まった頃の百間堤と土入川の堤
公文書Ｃ 93804 4002（和歌山築港計画平面図）

地図 4　北島周辺の小字（昭和十五年）
公文書Ｃ 93809 5490（和歌山市及三箇村之一部平面図）

写真２　河西橋からみた北島・湊方面 ( 西南向き )
手前に見えるのが百間堤の一部

　「
願
い
書
」当
時
の
紀
の
川

　
北
島
周
辺
の
小
字

（久三橋）

（
内
座
）

（
鵜
ノ
嶋
）

（
土
入
川
）

（
向
鵜
島
）

（
邸
内
）

紀ノ川
新堤防
予定線

百間堤

土入川の棒堤

中
州
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①「
和
歌
の
浦
で
の
和
歌
祭
―
昔
と
今
―
」

　

紀
州
東
照
宮
の
例
祭
で
あ
る
和
歌
祭
は
、
本

年
三
九
〇
年
目
を
迎
え
、
五
月
一
三
日
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
文
書
館
で
は
祭
礼
当
日
を
は
さ
ん

で
五
月
八
日
か
ら
同
三
一
日
ま
で
き
の
く
に
志

学
館
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
標
題
の
パ

ネ
ル
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
明
治
・
大
正
期
に

和
歌
浦
で
開
催
さ
れ
て
い
た
当
時
の
写
真
や
江

戸
末
期
の
絵
図
な
ど
に
よ
り
渡
御
の
ル
ー
ト
や

各
演
目
を
紹
介
し
、
現
代
の
写
真
と
併
せ
て
パ

ネ
ル
二
〇
枚
の
展
示
と
し
ま
し
た
。
戦
後
に
な

る
と
和
歌
祭
は
商
工
祭
等
に
組
み
入
れ
ら
れ
、

地
元
和
歌
浦
を
離
れ
て
開
催
さ
れ
た
期
間
が
長

く
続
い
た
あ
と
、
５
年
間
の
断
絶
期
を
経
て
、

平
成
２
年
に
地
元
で
復
活
を
遂
げ
、
近
年
は
地

元
で
の
開
催
が
定
着
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
の

展
示
を
と
お
し
て
地
元
と
の
関
わ
り
を
改
め
て

感
じ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

②「
明
治
期
の
引
札
―
堀
家
文
書
よ
り
―
」

　
『
堀
家
文
書
』は
和
歌
山
県
内
で
は
,
早
く
か

ら
知
ら
れ
た
文
書
群
で
、
当
館
収
蔵
史
料
目

録
九
に
は
三
八
八
一
点
が
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
。平
成
二
四
年
度
の
前
期
パ
ネ
ル
展
示
は『
堀

家
文
書
』の
中
か
ら
紀
の
川
市
名
手
市
場
に
か

か
わ
る
各
商
店
の
引
札
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。  

『
堀
家
文
書
』中
の
引
札
は
全
四
二
点
で
す
が
、

こ
の
う
ち
地
元
名
手
市
場
に
か
か
わ
る
も
の
が

二
九
点
、
近
隣
の
粉
河
町
の
も
の
が
八
点
、
和

歌
山
市
が
二
点
、
京
都
市
が
三
点
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
今
回
は
名
手
市
場
の

商
店
が
作
成
し
た
一
六
点
を
複
製
で
展
示
し
ま

し
た
。
百
年
以
上
前
の
印
刷
物
で
は
あ
り
ま
す

が
、
保
存
状
態
が
き
わ
め
て
良
好
で
、
色
鮮
や

か
な
意
匠
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
又
、

木
口
木
版
印
刷
、
銅
販
・
石
版
印
刷
等
を
駆
使

し
た
印
刷
方
法
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。
展

示
場
所
は
、
き
の
く
に
志
学
館
２
階
、
文
書
館

へ
の
通
路
で
、
期
日
は
九
月
三
〇
日
ま
で
で
す
。

■
利
用
方
法

◆
閲
覧
室
受
付
に

あ
る
目
録
等
で
必
要

な
資
料
、文
書
等
を

検
索
し
、閲
覧
申
請

書
に
記
入
の
う
え
受

付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
文
書
等
利
用

の
受
付
は
閉
館
30
分

前
ま
で
で
す
。

◆
閲
覧
室
書
棚
に
配
架
し
て
い
る
行
政
資
料
、

参
考
資
料
は
自
由
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
複
写
承
認
申

請
書
に
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
有
料
で
す
。

　

開
館
時
間 

　
　
◆
火
曜
日
～
金
曜
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

　
　
◆
土
・
日
曜
日
・
祝
日
及
び
振
替
休
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
休
館
日 

◆
月
曜
日
（
祝
日
又
は
振
替
休
日
と
重
な
る
と

　
　
　
　
　

き
は
、
そ
の
後
の
平
日
）

◆
年
末
年
始　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

◆
館
内
整
理
日

 　

・
１
月
４
日

　
　
（
月
曜
日
の
と
き
は
、
５
日
）

 　

・
２
月
～
12
月 
第
２
木
曜
日

（
祝
日
と
重
な
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）

 　

・
特
別
整
理
期
間　

10
日
間
（
年
１
回
）

■
交
通
の
ご
あ
ん
な
い

◆
JR
和
歌
山
駅
・
南
海
電
鉄
和
歌
山
市
駅
か
ら

　

バ
ス
で
約
20
分

◆
和
歌
山
バ
ス
高
松
バ
ス
停
下
車
徒
歩
約
３
分
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