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近
世
、
若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る

徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

野

泰

尻

弘

は
じ
め
に

徳
政
(
令
)
と
は
、
債
務
の
破
棄
や
売
却
地
・
質

入
地
の
取
り
戻
し
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
徳
政

担
保
文
言
は
、
こ
の
法
令
が
出
さ
れ
て
も
売
主
・
質

入
主
側
は
取
り
戻
し
を
主
張
し
な
い
こ
と
を
約
し
た

文
言
の
こ
と
で
あ
り
、
徳
政
適
用
除
外
で
あ
る
こ
と

を
明
記
し
た
文
言
で
あ
る
。
史
料
中
で
は
売
買
な
ど

の
諸
契
約
に
関
し
て
、
「
縦
徳
政
御
座
候
共
、
少
シ

も
違
乱
無
御
座
候
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

中
世
の
売
券
な
ど
に
は
先
述
の
徳
政
担
保
文
言
の

ほ
か
、
将
来
問
題
が
生
じ
て
土
地
の
返
還
を
求
め
る

と
き
に
は
買
主
に
対
し
て
売
値
の
倍
額
の
弁
償
を
行

う
と
す
る
弁
償
文
言
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
売

主
が
責
任
を
も
っ
て
明
沙
汰
(
究
明
)
を
行
い
買
主

に
迷
惑
を
か
け
な
い
と
す
る
明
沙
汰
文
言
、
違
乱
が

生
じ
た
と
き
に
は
公
方
や
地
頭
な
ど
に
訴
え
て
罪
科

に
処
す
と
す
る
罪
科
文
言
な
ど
が
あ
b
。
こ
の
よ
う

な
各
種
の
文
言
は
、
諸
契
約
を
結
ぶ
当
事
者
同
士
で

協
議
を
行
い
、
当
事
者
間
の
利
害
に
か
か
わ
る
具
体

的
な
条
件
・
約
束
を
と
り
き
め
て
お
り
、
形
式
的
な

決
ま
り
文
句
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
中

世
社
会
の
一
面
を
切
り
取
る
も
の
と
し
て
、
売
券
な

ど
の
文
言
を
用
い
て
の
研
究
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い

る

一
方
、
近
世
史
研
究
で
は
、
中
世
に
比
べ
、
史
料

の
絶
対
数
が
多
い
こ
と
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
売

買
証
文
の
数
も
増
え
、
文
言
も
形
式
化
す
る
と
の
見

方
か
ら
、
中
世
史
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
徳
政
担
保
文

言
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
盛
行
と
は
言
い
難
い
。
し
か

し
、
近
世
の
売
買
証
文
に
も
徳
政
担
保
文
言
は
存
在

し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
国
替
」
「
所
替
」
「
検
地
」

な
ど
の
近
世
的
事
象
が
新
た
に
担
保
文
言
と
し
て
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
近
世
的
事
象
を
表
現
す
る
担
保
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文
言
に
着
目
し
、
そ
れ
は
現
実
的
意
味
を
有
し
て
い

た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
指
摘
を
受
け
と
め
、
徳
政
担
保
文

言
の
変
化
お
よ
び
消
長
か
ら
、
近
世
社
会
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
一
瞥
し
、
徳

政
担
保
文
言
の
数
量
分
析
を
行
い
、
最
後
に
若
干
の

私
見
と
展
望
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

研
究
史
の
整
理

徳
政
担
保
文
言
に
関
す
る
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
の

近
世
史
研
究
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

の
か
を
、
管
見
の
限
り
で
、
簡
単
に
み
て
お
く
。

鎌
田
正
忠
氏

鎌
田
氏
は
、
主
と
し
て
伊
勢
国
の
史
料
を
網
羅

し
、
と
く
に
神
領
を
中
心
に
、
奈
良
1
江
戸
時
代
ま

で
の
諸
証
文
の
史
的
発
展
・
変
遷
を
叙
述
す
る
な
か

で
、
徳
政
担
保
丈
言
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
鎌

田
氏
の
指
摘
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

( 

ー
) 

室
町
時
代
の
神
領
ほ
か
で
は
、

(
天
下
大
法
之
)
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「
徳
政
」
「
地
起
」
「
地
発
」
な
ど
の
徳
政
担
保
丈
言

が
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
特
色
と
し
(
一

O

一
一
五
頁
)
、
安
土
・
桃
山
時
代
も
ほ
ぼ
同
様

と
す
る
(
一
一
一
一
頁
)
。
江
戸
時
代
前
期
(
慶
長
五

1
元
禄
一
六
年
)
、
神
領
に
お
い
て
初
め
は
「
徳
政
」

「
地
起
」
な
ど
が
多
く
見
え
、
延
宝
期
以
降
著
し
く

五、減
少
す
る
(
一
四
三
頁
)
。
ま
た
天
領
・
私
領
で
も

徳
政
担
保
文
言
が
み
ら
れ
る
(
一
五
七
頁
)
。
江
戸

時
代
中
期
(
宝
永
元
1
寛
政
一
二
年
)
、
神
領
に
お

い
て
享
保
以
降
「
徳
政
」
「
地
起
」
が
な
く
な
る
(
五

六
五
頁
)
。
江
戸
時
代
後
期
(
享
和
元
1
明
治
四
)
、

神
領
に
お
い
て
「
徳
政
」
「
地
起
」
な
ど
の
約
款
は

全
く
な
く
な
る
(
五
六
六
頁
)
。

鎌
田
氏
は
、
網
羅
的
な
証
文
の
収
集
・
検
討
か

ら
、
徳
政
担
保
文
言
は
延
宝
期
か
ら
減
少
し
、
概
ね

事
保
期
に
は
消
滅
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
徳
政

担
保
文
言
の
種
類
や
消
滅
理
由
に
つ
い
て
は
言
及
が

な
し
。

賓
月
圭
吾
氏

賓
月
氏
は
、
信
濃
国
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
各
地

の
証
文
類
の
分
析
を
通
じ
て
、
契
約
の
成
立
を
円
滑

( 

一一) 

に
す
る
た
め
に
証
書
の
文
中
に
保
証
文
言
を
記
入
す

る
と
し
、
そ
れ
は
法
的
に
は
無
効
の
場
合
が
多
い

が
、
心
理
的
に
は
効
果
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

野
尻

若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

そ
し
て
、
徳
政
担
保
文
言
と
し
て
「
弓
矢
徳
政
」

「
白
札
」
「
本
田
返
し
」
「
本
地
か
へ
り
」
「
地
発
」

な
ど
を
あ
げ
、
慶
長
末
年
よ
り
そ
れ
が
「
御
国
替
」

「
御
検
地
」
「
御
代
官
替
」
「
御
知
行
替
」
「
御
給
人

替
」
な
ど
へ
と
変
化
し
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の

理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

慶
長
期
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
が
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
面
で
進
行
し
た
時
期
で
あ
り
、
農
村
に
お
け

る
徳
政
に
対
す
る
畏
怖
感
は
薄
ら
ぎ
つ
つ
も
、
代
わ

っ
て
大
名
以
下
の
封
建
領
主
の
知
行
交
替
や
太
閤
検

地
以
下
の
諸
検
地
に
よ
る
諸
変
革
が
、
農
民
に
と
っ

て
最
も
切
実
な
問
題
と
し
て
登
場
し
た
。
こ
の
よ
う

な
新
し
い
事
態
が
敏
感
に
反
映
し
た
結
果
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
表
現
が
徳
政
担
保
文
言

と
し
て
登
場
し
、
徳
政
と
い
う
中
世
的
な
問
題
と
置

き
か
え
ら
れ
た
。

賓
月
氏
は
、
近
世
期
の
徳
政
担
保
文
言
を
単
な
る

形
式
的
な
文
言
と
み
な
さ
ず
、
そ
れ
を
時
代
背
景
と

の
関
係
で
論
じ
、
中
世
か
ら
近
世
の
転
換
を
み
よ
う

と
し
て
い
る
点
で
卓
見
で
あ
る
。
た
だ
し
、
賓
月
氏

は
徳
政
と
い
う
中
世
的
な
問
題
が
、
国
替
な
ど
近
世

的
な
問
題
に
置
き
か
え
ら
れ
た
と
述
べ
る
が
、
そ
れ

で
は
「
国
替
」
担
保
文
言
の
残
存
に
つ
い
て
は
当
て
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は
ま
っ
て
も
、
近
世
前
期
以
降
に
「
徳
政
」
担
保
丈

百
が
残
存
し
た
説
明
に
は
な
ら
な
い
。

( 

一一) 

所
三
男
氏

所
氏
は
、
近
世
初
頭
の
証
文
に
は
「
国
替
」
と
「
徳

政
」
の
語
が
同
居
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
そ

れ
が
慶
長
か
ら
寛
永
に
か
け
て
「
徳
政
」
の
影
が
薄

れ
、
「
国
替
」
が
優
勢
に
な
る
が
、
そ
れ
も
寛
文
の

終
わ
り
頃
か
ら
次
第
に
現
実
性
を
失
い
、
元
禄
以
降

は
単
な
る
証
文
形
式
と
な
る
と
指
摘
し
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

替
」所

が氏
「は

霊尽
Lーー マロ

と み
iIf/て

I-vき
~? 

で主
証冨
す貝

苗言正

民議
蕩か
す h
る「
の国

を
天
正
末
か
ら
丈
禄
に
か
け
て
と
仮
定
し
た
。
そ
し

て
、
国
替
・
所
替
な
ど
の
領
主
の
交
替
時
に
は
、
多

勢
の
家
士
を
率
い
て
の
転
出
の
た
め
費
用
が
か
か

り
、
そ
れ
は
借
倒
し
の
形
で
富
裕
層
へ
し
わ
寄
せ
さ

れ
、
さ
ら
に
町
在
の
相
対
貸
ま
で
ご
破
算
に
な
る
可

能
性
を
も
っ
た
と
し
、
国
替
は
前
代
の
徳
政
と
実
質

変
わ
ら
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
徳

政
」
か
ら
「
国
替
」
へ
の
保
証
文
言
の
変
化
は
、
中

世
末
か
ら
近
世
初
頭
へ
か
け
て
の
社
会
的
経
済
的
不

安
を
如
実
に
反
映
し
た
表
現
で
あ
り
、
こ
の
「
国
替
」

担
保
文
言
が
保
証
力
を
失
い
、
単
な
る
証
文
形
式
へ

と
移
行
す
る
時
期
が
、
幕
藩
体
制
の
確
立
さ
れ
る
時

期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
氏
の
研
究
は
、
賓
月
氏
の
研
究
で
は
追
究
さ
れ

な
か
っ
た
「
国
替
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
国
替
に
と

も
な
う
大
名
家
中
や
町
在
の
借
財
破
棄
を
念
頭
に
置

き
、
「
国
替
」
の
実
質
を
徳
政
と
変
わ
ら
な
い
と
受

け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
追
究
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
国
替
」
担
保
文
言
が
単
な
る

証
文
形
式
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は

言
及
が
な
い
。

(
四
)

菅
原
憲
二
氏

菅
原
氏
は
、
伊
予
国
風
早
郡
中
通
村
を
事
例
に
、

寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)

の
村
か
ら
庄
屋
へ
の
借
米

証
文
に
記
載
さ
れ
た
徳
政
担
保
文
言
に
つ
い
て
、
村

を
拠
と
し
た
小
百
姓
の
進
出
に
対
す
る
、
か
つ
て
の

小
領
主
H

庄
屋
の
危
機
感
の
表
現
と
指
摘
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
累
年
更
新
さ
れ
る
借
用

米
は
棚
上
げ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
②
領
主

交
替
の
頻
繁
さ
に
よ
る
支
配
秩
序
の
不
安
定
、
③
同

時
期
の
松
山
藩
の
年
貢
未
進
米
免
除
が
、
か
つ
て
の

「
徳
政
状
況
」
を
庄
屋
に
想
起
さ
せ
た
た
め
を
あ
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
徳
政
担
保
文
言
の
消
滅
は
、
か

つ
て
の
小
領
主
が
支
配
し
た
「
在
地
法
」
か
ら
百
姓

を
二
冗
的
に
支
配
す
る
公
儀
の
法
度
へ
の
変
化
に
と

も
な
う
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

白
川
部
達
夫
氏

白
川
部
氏
は
、
百
姓
成
立
(
農
政
の
展
開
)
と
の

(
五
)

関
係
で
徳
政
担
保
文
言
の
消
長
を
位
置
づ
け
て
い

る
そ
こ
で
は
、
近
世
初
期
に
は
戦
国
期
と
同
様
に
徳

政
が
構
造
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
七
世
紀

後
半
に
な
る
と
各
藩
で
百
姓
の
成
り
立
ち
と
、
高
率

年
貢
の
取
り
立
て
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
改
革
が

実
施
さ
れ
、
徳
政
構
造
の
転
換
が
は
か
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

庄
屋
の
年
貢
立
替
や
未
進
者
へ
の
貸
し
付
け
が
安

定
し
て
、
そ
れ
が
近
世
を
通
じ
て
庄
屋
の
重
要
な
機

能
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
徳
政

担
保
文
言
の
必
要
性
は
な
く
な
っ
た
と
し
、
徳
政
の

否
定
で
は
な
く
、
徳
政
が
内
在
化
し
、
仁
政
の
中
に

組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
終
鷲
を
迎
え
た
と
す
る
。
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神
谷
智
氏

神
谷
氏
は
、
近
世
初
中
期
に
お
け
る
在
地
で
の
高

請
地
所
持
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
方
法
の
一
つ
と
し

て
、
各
種
担
保
文
言
の
変
化
を
考
察
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
徳
政
担
保
文
言
は
寛
永
期
以
降
、
寛

文
・
延
宝
期
に
か
け
て
消
滅
す
る
代
わ
り
に
、
主
に

売
主
・
質
入
主
・
請
人
な
ど
を
持
明
人
と
し
た
坪
明

文
言
が
寛
永
期
以
降
記
載
し
始
め
ら
れ
、
そ
れ
は
寛

永
期
か
ら
寛
文
・
延
宝
期
に
か
け
て
の
小
農
自
立
に

対
応
し
た
変
化
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
買
主
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
具

(
六
)

体
的
・
積
極
的
な
坪
明
文
言
の
定
着
に
よ
り
、
単
に

違
乱
が
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
徳
政
担
保
文
言
は
消

滅
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

久
留
島
浩
氏

久
留
島
氏
は
、
和
泉
国
熊
取
谷
で
は
中
世
末
か
ら

近
世
初
期
の
合
戦
や
支
配
者
の
交
代
を
ど
の
よ
う
に

感
じ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
な
か
で
、
徳
政
担
保

文
言
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
徳
政
担
保
文

言
を
記
載
す
る
こ
と
は
、
売
買
関
係
を
結
ぶ
人
た
ち

(
七
)
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の
住
む
地
域
の
社
会
的
慣
習
に
な
っ
て
い
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

野
尻

徳
政
担
保
文
言
と
し
て
、
①
「
徳
政
」
②
「
国
の

新
儀
」
③
「
国
の
動
乱
」
④
「
御
国
替
」
⑤
「
国
替

・
御
代
替
・
御
検
地
」
⑥
「
御
代
官
替
」
⑦
「
乱
入

往
来
地
下
出
入
」
③
「
新
規
之
新
法
」
⑨
「
地
平
均
」

を
あ
げ
、
熊
取
谷
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
出
来
事
を

も
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
へ
と
い
う
社
会
変
化
を
実

感
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
領
主
が
替
わ
る
こ
と
は
、
領
民
た

ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
年
貢
・
諸
役
の
量
や

納
入
方
法
、
あ
る
い
は
飢
謹
・
災
害
時
に
お
け
る
領

主
の
救
済
方
法
な
ど
、
そ
の
領
主
と
の
間
で
合
意
さ

れ
た
在
地
の
支
配
慣
行
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、
い
っ

た
ん
破
棄
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
短
期
間
に

領
主
が
替
わ
る
こ
と
へ
の
危
機
意
識
は
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
が
管
見
の
限
り
で
み
た
、
近
世
の
徳
政
担
保

文
言
に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
の
研
究
状
況
で
あ
る
。

論
点
と
し
て
は
、
①
徳
政
担
保
文
言
の
消
滅
時
期
、

②
徳
政
担
保
文
言
の
種
類
の
変
化
、
③
徳
政
担
保
文

言
の
消
滅
理
由
な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
寛
文
・
延
宝
期

の
画
期
性
、
②
に
つ
い
て
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
社

若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

会
変
化
の
反
映
、
③
に
つ
い
て
は
小
農
自
立
の
影
響

と
在
地
法
か
ら
公
儀
法
度
へ
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。ま

た
、
先
行
研
究
の
分
析
方
法
は
、
史
料
の
残
存

状
況
の
規
定
性
か
ら
、
売
買
証
文
が
多
く
残
る
一
文

書
群
を
対
象
に
し
た
分
析
か
、
全
国
各
地
の
事
例
を

集
め
る
形
の
分
析
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

筆
者
は
、
領
主
支
配
と
地
域
に
住
む
人
々
の
関
係
性

を
と
く
に
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
徳

政
担
保
文
言
の
研
究
を
、
領
主
支
配
の
規
定
性
が
相

対
的
に
強
く
あ
ら
わ
れ
る
藩
領
に
限
定
し
て
行
い
、

前
述
の
論
点
を
再
考
す
る
。
そ
の
た
め
の
基
礎
作
業

と
し
て
、
若
狭
国
小
浜
藩
領
を
対
象
地
域
に
設
定

し
、
藩
領
域
単
位
で
の
徳
政
担
保
文
言
の
数
量
分
析

を
行
う
。検

索
方
法

売
買
証
文
の
検
索
に
は
、
福
井
県
文
書
館
の
目
録

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
資
料
目
録
詳
細
検
索
を
利
用
す

る
。
こ
の
詳
細
検
索
で
は
、
年
代
(
上
限
・
下
限
)

・
表
題
(
複
数
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
で
き
る
)

差
出
・
宛
名
な
ど
の
項
目
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
年
代
と
キ
ー
ワ
ー
ド
を
設
定

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

五
十
巻
一
号

32 

-
入
力
し
、
必
要
な
史
料
を
検
索
す
る
。
先
行
研
究

で
は
、
徳
政
担
保
文
言
の
消
滅
の
画
期
を
寛
文
・
延

宝
期
と
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
一
八
世

紀
以
降
も
徳
政
担
保
文
言
を
確
認
で
き
た
の
で
、
吉
子

保
期
を
年
代
の
下
限
と
し
た
。
証
文
の
表
題
に
つ
い

て
、
神
谷
氏
は
「
売
渡
・
:
」
と
い
う
表
題
は
、
中
世

後
期
(
主
と
し
て
一
回
世
紀
後
半
)
か
ら
近
世
へ
一

貫
し
て
連
続
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
か
o

ま
た
、

水
藤
真
氏
は
、
若
狭
国
の
売
券
の
徳
政
担
保
文
言
は

一
五
世
紀
代
に
は
あ
る
程
度
記
さ
れ
た
が
、

一
六
世

紀
に
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
年
代
を
文
亀
年

間
(
一
五
O
一
年
)
か
ら
享
保
年
間
(
一
七
三
六
年
)

と
し
、
表
題
に
「
永
代
」
ま
た
は
「
売
渡
」
の
語
が

含
ま
れ
る
史
料
を
O
R
検
索
(
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ど
ち

ら
か
が
入
っ
て
い
る
史
料
を
抽
出
)
す
る
と
、
福
井

川
切

県
全
域
お
よ
び
県
外
史
料
の
中
か
ら
一
九
O
九
点
が

ヒ
ッ
ト
し
た
(
二
O
O
三
年
二
一
月
三
O
日
現
在
)
。

福
井
県
は
、
越
前
国
と
若
狭
固
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
る
。
若
狭
国
は
一
国
が
小
浜
藩
領
で
あ
り
、

越
前
国
敦
賀
郡
も
寛
永
元
年
(
一
六
二
四
)
に
小
浜

藩
領
と
な
っ
た
。
小
浜
藩
の
領
、
王
支
配
、
そ
し
て
地

域
的
な
ま
と
ま
り
を
勘
案
し
て
、
筆
者
は
若
狭
固
と

越
前
国
敦
賀
郡
を
あ
わ
せ
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考

え
る
の
で
、
先
の
一
九
O
九
点
の
検
索
結
果
よ
り
、

若
狭
国
(
三
方
郡
・
遠
敷
郡
・
大
飯
郡
)
と
越
前
国

敦
賀
郡
の
史
料
、
県
外
史
料
で
当
該
地
域
に
あ
た
る

制

史
料
を
選
択
し
た
。
そ
の
中
か
ら
寄
進
関
係
や
譲
渡

関
係
の
証
文
、
福
井
県
史
編
纂
の
た
め
の
マ
イ
ク
ロ

撮
影
時
の
重
複
分
を
除
外
す
る
と
、
文
亀
年
間
1
享

保
年
間
の
売
買
証
文
が
三
七
三
点
抽
出
で
き
た
。
こ

の
売
買
証
文
は
土
地
関
係
の
も
の
を
主
と
し
な
が

ら
、
網
場
・
馬
借
座
な
ど
の
売
買
も
含
ま
れ
て
い

る
な
お
、
前
述
の
検
索
方
法
で
は
「
売
申
田
地
之
事
」

と
い
っ
た
表
題
の
売
買
証
文
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う

が
、
福
井
県
丈
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
複
製
本
は
主
題
分

類
が
な
さ
れ
て
お
り
、
売
買
証
文
類
は
一
括
さ
れ
て

い
る
た
め
、
検
索
で
ヒ
ッ
ト
し
た
家
の
売
買
証
文
に

は
す
べ
て
目
を
通
す
こ
と
で
、
排
除
さ
れ
た
売
買
証

文
に
も
配
慮
し
お
。

売
買
証
文
の
年
次
的
分
布

抽
出
し
た
売
買
証
文
三
七
三
点
の
年
次
的
分
布
を

表
一
か
ら
概
観
す
る
。
証
文
の
年
代
上
限
は
丈
亀
コ
一

で
あ
り
、
年
代
下
限
は
元
文
元
年

年
(
一
五
O
三
)

(
一
七
三
六
日
享
保
一
一
一
)
で
あ
る
。
抽
出
し
た
売

買
証
丈
の
残
存
状
況
を
み
る
と
、

は
四
八
点
あ
る
が
、

一
六
世
紀
の
証
文

一
五
八
一
年
か
ら
一
六
一
二
年

ま
で
の
四
0
年
間
に
わ
た
っ
て
売
買
証
文
が
な
く
、

一
七
世
紀
半
ば
以
降
は
概
ね
連
年
で
売
買
証
文
が
存

在
し
て
い
る
。

次
に
、
四
郡
個
々
の
売
買
証
文
の
分
布
状
況
を
み

て
お
く
。

〔
敦
賀
郡
〕

売
買
証
文
の
総
点
数
は
一

O
二
点
で
、
そ
の
内
一

一
五
七
九
年
か
ら
一

六
世
紀
の
証
文
が
五
点
あ
る
。

六
四
八
年
ま
で
は
売
買
証
文
が
な
い
も
の
の
、

_L_. 

ノ、

五
0
年
代
以
降
は
数
年
を
あ
け
ず
に
売
買
証
文
が
存

在
し
て
い
る
。
特
に
一
七
世
紀
で
は
、

一
六
六
九

七
O
年、

一
六
七
九
1
八
二
年
、

一
人
世
紀
で
は
、

一
七
一
一
二

1
三
一
一
一
年
に
集
中
的
な
残
存
が
み
ら
れ

る
つ
三
方
郡
〕

売
買
証
文
の
総
点
数
は
一

O
七
点
で
、
そ
の
内
一

六
世
紀
の
証
文
が
六
点
あ
る
。
一
五
七
O
年
か
ら
一

六
五
六
年
ま
で
は
売
買
証
文
が
な
い
も
の
の
、

一ムハ

六
0
年
代
以
降
は
数
年
を
あ
け
ず
に
売
買
証
文
が
存

在
し
て
い
る
。
特
に
一
七
世
紀
で
は
、

一
六
六
九
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七
O
年、

一
六
八
0
・
八
一
年
、

一
八
世
紀
で
は
、

一
七
O
六
1
0
八
年
、
一
七

一
四
・
一
五
年
に
集
中
的
な
残
存
が
み
ら
れ
る
。

一
七
O
一・

O
二
年
、

〔
遠
敷
郡
〕

売
買
証
文
の
総
点
数
は
二
二
二
点
で
、
そ
の
内
一

六
世
紀
の
証
文
が
三
七
点
あ
る
。
一
五
八
一
年
か
ら

二
ハ
一
二
年
ま
で
は
売
買
証
文
が
な
い
も
の
の
、

六
六
0
年
代
末
以
降
は
数
年
を
あ
け
ず
に
売
買
証
文

が
み
ら
れ
る
。
特
に
一
七
世
紀
で
は
、

八
四
年
、

一
六
七
四
i

一
人
世
紀
で
は
、

一
七
O
O
年、

六
1
0
八
年
、

ら
れ
る
。

一
七
O

一
七
三
二
年
に
集
中
的
な
残
存
が
み

〔
大
飯
郡
〕

売
買
証
文
の
総
点
数
は
三
二
点
で
、

証
文
は
な
い
。
他
の
三
郡
と
比
べ
る
と
連
年
で
の
証

文
の
残
存
は
み
ら
れ
な
い
が
、
他
の
三
郡
で
証
文
の

少
な
い
時
期
で
あ
る
一
六
五
八
1
一
ム
ハ
六
O
年
、
一

六
九
一

1
九
三
年
に
集
中
的
な
残
存
が
み
ら
れ
る
。

一
六
世
紀
の
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家
別
の
売
買
証
文
数
と
特
徴

家
別
の
売
買
証
文
数
と
徳
政
担
保
文
言
の
有
無
を

表
こ
か
ら
み
て
お
く
。
表
二
の
備
考
欄
に
は
検
索
範

囲
外
の
証
文
に
つ
い
て
簡
単
な
特
償
を
記
し
た
。
な

四

野
尻

お
本
稿
で
は
、
具
一
体
的
な
事
象
が
担
保
文
言
と
な
っ

同

て
い
る
こ
と
を
基
準
と
し
、
「
徳
政
」
「
国
替
」
「
地

頭
替
」
「
代
官
替
」
「
知
行
替
」
「
所
替
」
「
乱
(
大

乱
)
」
「
検
地
」
「
新
御
法
度
」
「
如
何
様
之
新
法
」
を

間

徳
政
担
保
文
言
と
し
た
。

ま
ず
、
史
料
抽
出
の
家
・
団
体
数
は
四
六
家
で
あ

る
(
寺
一
一
、
神
社
一
、
区
有
文
書
二
を
含
む
)
。

四
郡
全
体
で
徳
政
担
保
文
言
を
有
す
る
証
文
数
は
九

同

二
点
(
証
文
数
全
体
の
約
二
回
・
七
%
)
。
そ
の
年

代
上
限
は
永
正
一
七
年
(
一
五
二

O
)
で
あ
り
、
年

限
下
限
は
享
保
二
O
年
(
一
七
三
五
)
で
あ
る
。
検

索
範
囲
外
で
あ
る
「
売
渡
」
「
永
代
」
の
ど
ち
ら
の

文
言
も
含
ま
な
い
証
文
や
享
保
以
降
の
証
文
に
存
在

す
る
徳
政
担
保
文
言
に
つ
い
て
は
、
家
に
よ
っ
て
偏

り
は
あ
る
が
、
近
世
中
後
期
(
一
八
世
紀
1
一
九
世

紀
半
ば
)
に
も
、
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
先
行

研
究
で
は
、
寛
文
・
延
宝
期
頃
の
徳
政
担
保
文
言
の

消
滅
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
デ
l
タ
は
そ
れ

と
は
異
な
る
結
果
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
対
象
と
し
た
四
郡
個
々
の
特
徴
に
つ
い
て

み
て
お
く
。
郡
ご
と
の
証
文
点
数
と
徳
政
担
保
文
言

点
数
は
、
表
三

1
六
を
参
照
さ
れ
た
い
。

若
狭
国
・
越
前
回
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

〔
敦
賀
郡
〕

抽
出
対
象
と
な
っ
た
家
数
・
証
文
数
は
、
七
家
(
寺

二
を
含
む
)
・
一

O
二
点
で
あ
る
。
徳
政
担
保
文
言

を
有
す
る
証
文
が
二
二
点
あ
り
、
敦
賀
郡
の
証
文
全

体
金
二
・
六
%
、
徳
政
担
保
文
言
を
有
す
る
証
文

全
体
(
九
二
点
・
以
下
同
じ
)
の
二
三
・
九
%
に
あ

た
る
。
徳
政
担
保
文
言
の
年
代
上
限
・
下
限
は
、
慶

安
三
年
・
天
和
二
年
で
あ
る
。
当
郡
の
徳
政
担
保
文

言
は
寛
文
・
延
宝
期
に
集
中
し
、
特
に
江
良
浦
万
根

家
と
関
村
城
家
に
多
く
み
ら
れ
る
。
表
三
で
は
一
人

世
紀
以
降
に
徳
政
担
保
文
言
は
み
ら
れ
な
い
が
、
城

家
の
証
文
で
は
一
人
世
紀
半
ば
以
降
に
も
徳
政
担
保

文
言
が
確
認
で
き
た
。

〔
三
方
郡
〕

抽
出
対
象
と
な
っ
た
家
数
・
証
文
数
は
、
一
四
家

(
神
社
一
、
寺
一
、
区
有
一
を
含
む
)
・
一

O
七
点

で
あ
る
。
徳
政
担
保
文
言
を
有
す
る
証
文
が
三
七
点

あ
り
、
三
方
郡
の
証
文
全
体
の
=
一
四
・
六
%
、
徳
政

担
保
丈
言
を
有
す
る
証
文
全
体
の
四
0
・
二
%
に
あ

た
る
。
徳
政
担
保
文
言
の
年
代
上
限
・
下
限
は
、
明

暦
三
年
・
享
保
一
七
年
で
あ
る
。
当
郡
の
徳
政
担
保

文
言
は
、
寛
文
・
延
宝
期
、
元
禄
期
に
集
中
し
て
お

り
、
宝
永
期
や
享
保
期
に
も
み
ら
れ
る
。
徳
政
担
保
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文
言
の
半
分
以
上
が
気
山
村
宇
波
西
神
社
の
も
の
で

あ
り
、
次
い
で
郷
市
村
コ
一
善
家
に
多
く
み
ら
れ
る
。

検
索
範
囲
外
で
あ
る
譲
状
な
ど
で
み
る
と
、
気
山
村

熊
谷
家
で
は
宝
暦
期
1
文
政
期
ま
で
徳
政
担
保
文
言

が
確
認
で
き
た
。

〔
遠
敷
郡
〕

抽
出
対
象
と
な
っ
た
家
数
・
証
文
数
は
、
二
一
家

(
寺
七
、
区
有
一
を
含
む
)
・
一
一
一
一
一
一
点
で
あ
る
。

徳
政
担
保
文
言
を
有
す
る
証
文
が
二
六
点
あ
り
、
遠

敷
郡
の
証
文
全
体
の
一
九
・
七
%
、
徳
政
担
保
文
言

を
有
す
る
証
文
全
体
の
二
八
・
三
%
に
あ
た
る
。
徳

政
担
保
文
言
の
年
代
上
限
・
下
限
は
、
永
正
一
七
年

・
享
保
二
O
年
で
あ
る
。
当
郡
の
徳
政
担
保
文
言

は
、
宝
永
期
と
享
保
期
に
集
中
が
み
ら
れ
、
特
に
上

野
木
村
武
田
小
太
夫
家
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
当
家

は
売
買
証
文
以
外
の
証
文
に
も
徳
政
担
保
文
言
が
み

ら
れ
る
。
ま
た
武
田
家
の
ほ
か
、
小
浜
突
抜
町
志
水

家
、
本
保
村
清
水
家
、
太
良
庄
村
小
野
寺
、
下
竹
原

村
古
河
家
で
は
、
一
人
世
紀
半
ば
以
降
も
徳
政
担
保

文
言
が
存
在
す
る
。

〔
大
飯
郡
〕

抽
出
対
象
と
な
っ
た
家
数
・
証
文
数
は
、
四
家

(
寺
一
を
含
む
)
・
一
一
一
一
一
点
で
あ
る
。
徳
政
担
保
文

言
を
有
す
る
証
文
が
七
点
あ
り
、
大
飯
郡
の
証
文
全

体
色
二
・
九
%
、
徳
政
担
保
文
言
を
有
す
る
証
文

全
体
の
七
・
六
%
に
あ
た
る
。
徳
政
担
保
文
言
の
年

代
上
限
・
下
限
は
、
承
応
二
年
・
享
保
四
年
で
あ

る
。
当
郡
の
徳
政
担
保
文
言
は
、
上
下
村
松
村
家
と

日
引
村
正
楽
寺
に
集
中
す
る
。
な
お
、
松
村
家
の
享

保
期
の
渡
状
や
宝
暦
期
か
ら
享
和
期
の
譲
渡
状
、
安

永
期
か
ら
天
保
期
の
売
渡
状
に
も
徳
政
担
保
文
言
が

み
ら
れ
る
。

五

徳
政
担
保
文
言
の
種
類
と
分
布

表
七
は
、
表
一
一
一
1
六
の
中
で
、
徳
政
担
保
文
言
を

有
す
る
証
文
だ
け
を
抽
出
し
、
年
代
順
に
並
べ
、
徳

政
担
保
文
言
の
種
類
も
あ
わ
せ
て
表
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
表
七
か
ら
徳
政
担
保
文
言
の
種
類
と
そ
の
分

布
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
徳
政
担
保
文

言
の
種
類
と
し
て
は
、
「
徳
政
」
「
国
替
」
「
地
頭

替
」
「
代
官
替
」
「
知
行
替
」
「
所
替
」
「
乱
(
大
乱
)
」

「
検
地
」
「
そ
の
他
」
(
「
新
御
法
度
」
「
如
何
様
之

新
法
」
)
を
設
定
し
た
。
ま
た
参
考
と
し
て
、
「
如

何
様
之
儀
」
「
如
何
様
之
出
入
」
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
も
の
は
適
宜
備
考
欄
に
記
載
し
た
。
「
如
何
様

之
儀
」
な
ど
も
徳
政
担
保
丈
言
と
し
て
考
え
る
場
合

同

も
あ
る
よ
う
だ
が
、
先
述
の
通
り
、
こ
こ
で
は
具
体

的
な
事
象
を
担
保
文
言
と
し
て
設
定
す
る
の
で
、
「
如

剛

何
様
之
儀
」
な
ど
は
参
考
と
し
た
。

ま
ず
、
徳
政
担
保
文
言
種
類
の
内
訳
を
み
て
み
る

と
、
「
徳
政
」
六
八
点
、
「
国
替
」
八
二
点
、
「
地

頭
替
」
五
点
、
「
代
官
替
」
二
O
点
、
「
知
行
替
」

二
点
、
「
所
替
」
一
点
、
「
乱
(
大
乱
)
」
一

O
点、

「
検
地
」
二
点
、
「
そ
の
他
」
六
点
と
な
っ
て
い
る
。

「
国
替
」
担
保
文
言
が
最
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
(
八
九
・
一
%
)
は
、
そ
れ
が
担
保
文
言
と
し
て

近
世
的
な
特
徴
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
政
担
保
文
言
は
単

独
で
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
複
数
の
徳

政
担
保
文
言
が
併
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
特

に
寛
文
・
延
宝
期
頃
ま
で
は
三
、
四
種
の
徳
政
担
保

文
言
が
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど

の
場
合
「
徳
政
」
「
国
替
」
が
記
さ
れ
、
そ
れ
に
加

え
て
別
の
徳
政
担
保
文
言
が
併
記
さ
れ
る
と
い
う
形

態
を
と
る
。
そ
し
て
、
だ
い
た
い
一
六
八
O
年
(
天

和
期
)
以
降
は
、
「
徳
政
」
「
国
替
」
の
併
記
が
定

着
す
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
踏
ま
え
、
種
類
ご
と

の
徳
政
担
保
文
言
の
特
徴
に
つ
い
て
、
点
数
の
少
な

い
も
の
か
ら
順
に
検
討
し
て
い
く
。
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〔
検
地
〕

「
検
地
」
担
保
文
言
は
、
承
応
二
年
(
一
六
五
三
)

・
明
暦
四
年
(
一
六
五
八
)
に
大
飯
郡
日
引
村
で
二

点
確
認
さ
れ
る
。
若
狭
国
で
は
、
天
正
一
六
年
(
一

五
八
八
)
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
浅
野
長
吉
(
長

岡

政
)
に
よ
り
惣
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
近

世
期
を
通
じ
て
、
一
部
を
除
き
、
若
狭
固
で
は
惣
検

地
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
越
前
国
敦
賀
郡
で
は
、

慶
長
三
年
(
一
五
九
八
)
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、

太
閤
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
な
お
、
寛
永
一
二
年
二

月
一
八
日
の
酒
井
忠
勝
書
下
で
は
、
「
検
地
之
儀
申

遣
し
候
へ
ハ
、
国
中
地
面
つ
ま
り
候
ゆ
へ
、
い
に
し

へ
よ
り
百
性
共
検
地
を
望
候
問
、
検
地
仕
候
者
地
面

へ
り
可
申
候
由
、
令
得
其
意
候
、
先
昔
年
者
指
置
可

申
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
結
局
、
検
地
は
実
施
さ
れ

帥

な
か
っ
た
。
以
上
、
地
域
・
時
期
・
政
策
の
い
ず
れ

の
点
か
ら
考
え
て
も
、
大
飯
郡
日
引
村
で
「
検
地
」

担
保
文
言
が
記
さ
れ
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

〔
知
行
替
〕
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「
知
行
替
」
担
保
文
言
は
延
宝
元
年
(
一
六
七
三
)

・
同
三
年
の
二
点
あ
り
、
す
べ
て
三
方
郡
向
笠
村
江

岡

村
家
の
も
の
で
あ
る
。
領
主
が
そ
の
家
臣
へ
所
領
を

与
え
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
向
笠
村
を
知
行
し

て
い
た
者
の
交
代
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
若
狭
国
で
は
京
極
小
浜
藩
の
と
き
に
地
方
知
行

制
で
あ
っ
た
が
、
酒
井
小
浜
藩
で
は
そ
れ
を
廃
止
し

同

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
極
小
浜
藩
時
代
に

当
村
が
地
方
知
行
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

り
、
よ
っ
て
「
知
行
替
」
担
保
文
言
が
記
さ
れ
た
理

由
も
不
明
で
あ
る
。

〔
地
頭
替
〕

「
地
頭
替
」
担
保
文
言
は
慶
安
三
年
(
一
六
五
O
)

・
明
暦
二
年
・
寛
文
九
年
つ
二
白
…
)
・
同
二
年
の

五
点
あ
り
、
す
べ
て
が
敦
賀
郡
関
村
城
家
の
も
の
で

あ
れ
o

近
世
の
地
頭
は
旗
本
の
通
称
で
あ
り
、
俗
称

と
し
て
大
名
か
ら
知
行
を
与
え
ら
れ
た
給
人
を
含
む

場
合
が
多
い
が
、
領
主
一
般
を
指
す
言
葉
で
も
あ

伺る
。
越
前
国
敦
賀
・
若
狭
固
に
は
旗
本
領
が
な
い
こ

と
、
ま
た
「
代
官
替
」
の
項
で
後
述
す
る
が
、
戦
国

期
以
来
の
敦
賀
支
配
の
変
遷
を
考
え
れ
ば
、
敦
賀
を

支
配
し
た
代
官
を
地
頭
と
表
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
「
地
頭
替
」
は
す
べ
て
「
代
官
替
」

と
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
地
頭
」
と
「
代
官
」

は
別
の
も
の
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

〔
そ
の
他
〕

野
尻

若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

「
御
法
」
「
新
御
法
」
「
新
法
」
「
新
御
法
度
」
は
、

三
方
郡
・
遠
敷
郡
で
み
ら
れ
、
特
に
一
六
世
紀
前
半

に
集
中
し
て
い
る
。
一
五
世
紀
の
若
狭
国
で
は
、
嘉

吉
元
年
(
一
四
四
こ
に
幕
府
の
徳
政
令
と
は
別
に

寺
社
の
貸
借
物
を
も
破
棄
す
る
と
い
う
徳
政
令
を
定

め
た
り
、
享
徳
元
年
(
一
四
五
一
乙
・
同
三
年
に
徳

政
の
動
き
が
み
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
若
狭

国
の
一
五
・
一
六
世
紀
の
売
券
を
検
討
し
た
水
藤
真

氏
は
、
徳
政
は
大
名
の
御
法
と
し
て
行
わ
れ
た
と
述

べ
て
お
り
、
如
何
な
る
文
言
を
書
き
記
そ
う
と
も
、

大
名
の
御
法
に
合
致
し
な
い
限
り
は
無
効
で
あ
る
と

同

指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
特

定
の
文
言
で
は
な
く
、

「
御
法
」
な
ど
の
担
保
文
言

を
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。

〔
乱
(
大
乱
)
〕

「
乱
(
大
乱
)
」
担
保
文
言
は
一

O
点
あ
り
、
九

点
が
敦
賀
郡
の
関
村
城
家
と
江
良
浦
刀
根
家
で
確
認

闘

で
き
る
。
そ
れ
ら
は
一
六
五

0
1
七
O
年
に
集
中
し

て
い
る
。
古
く
か
ら
敦
賀
は
越
前
・
若
狭
・
近
江
を

つ
な
ぐ
交
通
の
要
所
で
あ
り
、
軍
事
上
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
戦
国
期
に
は
、
朝
倉
氏

や
織
田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
武
将
が
進
軍
を
繰
り
返

倒

し
た
。
一
七
世
紀
前
半
の
史
料
が
抽
出
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、

一
六
世
後
半
の
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戦
乱
と
そ
れ
に
と
も
な
う
物
資
調
達
の
影
響
に
よ

り
、
一
七
世
紀
初
め
か
ら
後
半
ま
で
「
乱
(
大
乱
)
」

担
保
文
言
が
書
き
続
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

，カ
〔
代
官
替
〕

「
代
官
替
」
担
保
文
言
は
一
一
O
点
あ
り
、

が
敦
賀
郡
で
確
認
さ
れ
、
多
く
は
明
暦
二
年
(
一
六

五
六
)
1
寛
文
一

O
年
(
一
六
七
O
)
に
集
中
し
て

い
る
。
敦
賀
支
配
は
、
関
ケ
原
の
戦
い
の
あ
と
、
徳

川
氏
の
代
官
権
田
小
三
郎
(
実
質
の
支
配
は
下
代
の

松
村
善
右
衛
門
)
、
慶
長
五
年
に
敦
賀
城
番
清
水
孝

正
、
の
ち
白
木
西
安
・
鈴
木
市
右
衛
門
ら
が
代
官
と

し
て
入
っ
た
。
慶
長
一
五
年
、
代
官
は
鈴
木
か
ら
高

田
六
太
夫
に
交
代
し
て
い
る
。
寛
永
元
年
、
敦
賀
郡

(
二
万
二
九
O
石
)
は
京
極
小
浜
藩
領
と
な
り
、

敦
賀
の
有
力
商
人
が
、
い
わ
ば
商
人
代
官
と
し
て
敦

賀
支
配
に
あ
た
っ
て
い
る
。
寛
永
一
一
年
に
京
極
氏

の
転
封
に
よ
り
、
酒
井
小
浜
藩
が
成
立
す
る
。
酒
井

小
浜
藩
で
最
初
に
代
官
と
な
っ
た
の
は
、
知
行

二
O
O
石
の
岡
田
十
右
衛
門
と
京
極
小
浜
藩
時
代
よ

り
敦
賀
支
配
に
か
か
わ
っ
て
い
る
町
人
頭
の
打
七

(
糸
屋
)
宗
貞
で
あ
る
。
敦
賀
郡
の
代
官
は
、
町
方

の
小
物
成
だ
け
で
は
な
く
、
各
村
の
年
貢
・
小
物
成

}¥ 
占

の
収
納
も
行
っ
て
い
た
。
小
物
成
収
納
は
打
官
宗
貞

が
代
官
を
辞
し
た
あ
と
も
、
家
職
と
し
て
同
家
に
引

き
継
が
れ
て
い
た
。
ま
た
、
酒
井
忠
勝
は
敦
賀
の
代

官
を
重
視
し
て
お
り
、
敦
賀
支
配
に
お
け
る
代
官
の

重
要
性
は
、
領
主
の
変
遷
に
か
か
わ
ら
ず
、

七
世

紀
を
通
じ
て
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
官
の

交
代
は
現
実
の
契
約
関
係
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

す
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
「
代
官
替
」
担
保
文

言
が
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
徳
政
〕

「
徳
政
」
担
保
文
言
は
六
人
点
あ
り
、
特
定
の
郡

や
時
期
へ
の
偏
り
は
み
ら
れ
な
い
。
あ
え
て
言
え

ば
、
一
六
世
紀
に
一
点
存
在
し
、
ま
た
寛
文
末
か
ら

延
宝
期
に
一
時
的
な
減
少
が
み
ら
れ
る
が
、
全
体
的

に
は
享
保
期
ま
で
連
続
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
六
世
紀
の
若
狭
固
で
は
、
享
禄
四
年
(
一
五
三

こ
に
若
狭
三
郡
の
「
国
中
惣
百
姓
中
」
が
、
郡
ご

と
に
代
表
者
一
名
を
選
、
び
、
武
田
氏
に
徳
政
を
要
求

し
、
ま
た
天
文
二
O
年
(
一
五
五
こ
に
は
、
武
田

氏
自
ら
が
判
物
の
効
力
を
否
定
し
て
ま
で
徳
政
を
適

用
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
か
。
一
六
世
紀
の
若
狭

国
の
徳
政
令
は
、
百
姓
等
の
要
求
に
よ
っ
て
出
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
六
世
紀
に
徳
政
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
世

中
期
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
。
小
浜

富
沢
町
で
酒
造
業
を
営
ん
で
い
た
木
崎
悔
窓
は
、
常

神
半
島
神
子
浦
大
音
家
に
伝
わ
る
天
文
二
O
年
の
徳

同

政
令
の
写
を
、
自
ら
が
記
し
た
「
拾
椎
雑
話
」
に
引

用
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
な
か
で
木
崎
は
、

(
前
略
)
然
は
む
か
し
徳
政
と
云
事
有
て
、
金

銀
米
穀
其
外
何
に
で
も
か
り
請
た
る
も
の
返
済

な
き
御
仕
法
有
し
事
也
。
古
記
証
丈
に
は
、
た

と
ひ
徳
政
た
り
と
言
共
此
借
用
は
無
相
違
返
済

可
済
申
文
言
あ
り
、
近
代
相
対
か
り
か
し
は
公

儀
御
捌
な
き
ゅ
へ
前
々
徳
政
の
御
沙
汰
に
も
不

恥
(
後
略
)

と
徳
政
の
意
味
を
把
握
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
徳
政
担

保
文
言
に
つ
い
て
の
認
識
を
述
べ
て
い
る
。
元
禄
生

ま
れ
の
木
崎
の
い
う
「
古
記
証
文
」
が
、
ど
の
時
期

の
証
文
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く

と
も
宝
暦
期
に
は
相
対
済
し
令
の
影
響
の
も
と
、
町

人
木
崎
に
と
っ
て
は
徳
政
担
保
文
言
は
過
去
の
物
に

な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
木
崎
に
は
、
か
つ
て
徳
政

と
い
う
債
務
破
棄
の
法
が
出
さ
れ
た
と
い
う
認
識
が

あ
る
も
の
の
、
現
在
は
金
公
事
を
と
り
あ
げ
ず
、
経

済
活
動
を
混
乱
せ
し
め
る
徳
政
は
行
わ
れ
な
い
の
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で
、
徳
政
担
保
文
言
は
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
意

識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
概
ね
寛
文
・
延
宝
期
を
画
期
と

し
て
徳
政
担
保
文
言
が
消
滅
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
木
崎
の
記
述
は
、
時
期
的
に
は
こ
れ
と
、
だ
い
た

い
合
致
す
る
が
、
徳
政
担
保
文
言
が
記
載
さ
れ
な
く

な
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
相
対
済
ま
し
を
重
視
し
て

い
る
点
で
先
行
研
究
と
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

先
行
研
究
で
は
「
徳
政
」
か
ら
「
国
替
」
へ
と
記
載

さ
れ
る
文
言
が
交
代
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
の
実
証
結
果
を
み
る
と
、

言
は
消
滅
せ
ず
に
、

「
徳
政
」
担
保
文

「
国
替
」
担
保
文
言
と
併
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

〔
国
替
〕
・
〔
所
替
〕

「
国
替
」
と
「
所
替
」
は
意
味
的
に
同
じ
で
あ
る

と
考
え
、
ま
た
「
所
替
」
は
一
点
し
か
確
認
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
国
替
」
担
保
文
言
の
み

「
国
替
」
担
保
文
言
は
全
部
で
八
二

を
み
て
お
く
。

点
あ
り
、
特
定
の
郡
や
時
期
へ
の
偏
り
は
み
ら
れ
な

い
。
「
国
替
」
担
保
文
言
は
近
世
前
期
の
若
狭
国
・

越
前
回
敦
賀
郡
に
お
い
て
一
貫
し
て
存
在
し
た
担
保

文
言
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
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国
替
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
若
狭
国
の
支
配

野
尻

の
変
遷
を
概
観
し
て
お
く
。
一
六
世
紀
に
若
狭
国
を

支
配
し
て
い
た
の
は
武
田
氏
で
あ
る
。
永
禄
九
年

(
一
五
六
八
)
、
朝
倉
氏
が
武
田
元
明
を
越
前
田
へ

連
れ
去
っ
た
こ
と
で
、
実
質
的
に
武
田
氏
の
若
狭
支

配
は
終
了
し
た
。
そ
の
後
、
敦
賀
同
様
、
戦
乱
に
巻

き
込
ま
れ
支
配
は
錯
綜
す
る
が
、
天
正
元
年
(
一
五

七
二
一
)
八
月
の
朝
倉
氏
滅
亡
に
よ
り
、
織
田
信
長
の

政
権
下
で
若
狭
国
は
丹
羽
長
秀
支
配
と
な
る
。
同
一

三
年
間
八
月
に
は
長
秀
の
子
長
重
が
若
狭
一
国
を
領

し
、
同
一
五
年
九
月
に
は
浅
野
長
吉
(
長
政
)
が
若

狭
国
を
拝
領
し
た
。
丈
禄
二
年
(
一
五
九
三
)
に
木

下
勝
俊
・
利
房
兄
弟
が
若
狭
へ
入
国
す
る
。
そ
し

て
、
慶
長
五
年
に
京
極
高
次
が
入
封
し
、
小
浜
藩

(
八
万
五
0
0
0
石
)
が
成
立
し
た
。
京
極
小
浜
藩

は
寛
永
元
年
に
敦
賀
郡
を
得
て
、
計
一
一
万
三
δ

0

0
石
余
と
な
っ
た
。
寛
永
一
一
年
、
酒
井
忠
勝
が
入

封
し
、
そ
の
後
、
酒
井
小
浜
藩
の
ま
ま
明
治
維
新
を

迎
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
若
狭
国
で
は
一
六
世
紀
中
に
頻
繁

な
支
配
の
交
代
が
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
に
は
京
極

氏
か
ら
酒
井
氏
へ
の
国
替
が
一
回
あ
っ
た
の
み
で
あ

る
。
だ
が
、

「
国
替
」
担
保
文
言
が
現
実
的
意
味
を

有
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
若
狭
国
の
人
々

若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

は
国
替
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
意
識
し
て
い

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
契

約
関
係
に
お
い
て
国
替
が
現
実
的
な
危
機
で
あ
る
と

意
識
さ
れ
て
い
た
た
め
二
八
世
紀
以
降
も
「
国
替
」

担
保
文
言
が
記
載
さ
れ
た
と
い
う
考
え
も
可
能
で
あ

る
。
若
狭
国
で
国
替
が
一
度
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た

と
の
認
識
は
、
過
去
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
我
々
の

認
識
で
あ
り
、
近
世
の
若
狭
国
の
人
々
は
国
替
の
可

能
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

こ
こ
で
は
得
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
今
後
の
研
究
の

方
向
性
を
展
望
す
る
こ
と
で
む
す
び
に
か
え
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
徳
政
担
保
文
言
の
研
究
は
、
徳
政
担

保
文
言
の
種
類
の
多
様
化
と
消
滅
理
由
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
図
式
で
説
明
さ
れ
て
き
た
。

〔
徳
政
担
保
文
言
の
多
様
化
〕

中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
に
よ
る
社
会
変
化
の

反
映
。
江
戸
幕
府
の
政
策
施
行
が
大
き
く
影
響

し
、
そ
れ
に
即
し
た
担
保
文
言
を
記
載
。

〔
徳
政
担
保
文
言
の
消
滅
理
由
〕

百
姓
を
一
元
的
に
支
配
す
る
た
め
、
「
在
地
法
」

か
ら
公
儀
法
度
へ
の
変
化
の
反
映
。
小
農
自
立
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に
よ
り
坪
明
主
体
が
明
確
化
し
、
有
効
性
の
あ

る
坪
明
文
言
が
定
着
。

こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
幕
藩
体
制
の
確
立
、
小
農

自
立
と
い
う
近
世
史
研
究
の
研
究
蓄
積
に
支
え
ら
れ

た
見
解
で
あ
り
、
結
果
的
に
、
従
来
の
徳
政
担
保
文

言
研
究
は
そ
れ
ら
の
研
究
蓄
積
を
補
完
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
示
し
た
デ
l
タ
は
こ
の
図
式
か

ら
大
き
く
は
ず
れ
る
。
確
か
に
、
若
狭
国
・
越
前
田

敦
賀
郡
に
お
い
て
も
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
多
様
な

徳
政
担
保
文
言
が
消
滅
す
る
。
だ
が
一
方
で
、
一
八

世
紀
以
降
も
、
徳
政
担
保
文
言
は
「
国
替
」
「
徳
政
」

に
特
化
し
な
が
ら
、
残
存
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
図
式
か
ら
は
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、

若
狭
固
・
越
前
国
敦
賀
郡
を
形
式
化
し
た
徳
政
担
保

文
言
が
濃
厚
に
残
存
し
た
地
域
と
し
、
こ
の
デ
l
タ

を
特
殊
事
例
と
い
う
枠
組
み
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
く
意
味
の

な
い
徳
政
担
保
文
言
を
長
年
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け

た
こ
と
に
、
我
々
は
違
和
感
を
感
じ
な
い
の
だ
ろ
う

台、

こ
の
点
、
筆
者
は
先
行
研
究
が
示
し
た
図
式
と
は

別
の
見
方
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
近
世
の
人
々
の
内
面
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
近

世
の
人
々
が
徳
政
や
国
替
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て

い
た
か
を
考
察
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
際
に

は
、
「
徳
政
」
「
国
替
」
が
本
来
の
意
味
か
ら
離
れ
、

別
の
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

も
勘
案
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
角

は
、
中
世
特
有
の
徳
政
、
近
世
特
有
の
国
替
が
、
そ

れ
ぞ
れ
担
保
文
言
と
し
て
併
記
さ
れ
た
意
味
を
問
う

こ
と
に
も
な
る
。

ま
た
特
に
、
近
世
の
人
々
が
国
替
を
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
近
世
社
会
全
般

に
通
底
す
る
問
題
と
し
て
注
視
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
幕
府
の
大
名
統
制
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
国

替
に
と
も
な
う
現
実
的
問
題
H

一
時
的
領
主
権
力
の

空
白
と
と
ら
え
る
視
点
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
課
題
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。

今
後
は
地
道
な
史
料
発
掘
か
ら
始
め
て
、
課
題
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

)
 

l
 

(
 
中
田
薫
「
日
本
古
法
に
お
け
る
追
奪
携
保
の
沿
草
」
(
同

『
法
制
史
論
集
第
三
巻
』
、
岩
波
書
庖
、
一
九
四
=
一

年
)
0

な
お
本
稿
で
は
、
国
替
担
保
文
言
な
ど
も
一
括
し

て
徳
政
担
保
文
言
と
す
る
が
、
徳
政
担
保
文
言
の
個
々

の
種
類
と
し
て
述
べ
る
と
き
に
は
「
国
替
」
担
保
文
言

(2) 

な
ど
と
表
記
す
る
。

賓
月
圭
五
ロ
「
信
濃
に
お
け
る
近
世
初
頭
の
徳
政
文
言
に

つ
い
て
」
(
「
信
濃
』
一
六
2

三
、
一
九
六
四
年
。
の
ち

同
「
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』
、
士
口
川
弘
文
館
、
一
九

九
九
年
に
所
収
)
。
入
間
田
宣
夫
「
出
羽
国
に
お
け
る
在

地
徳
政
」
(
『
山
形
県
地
域
史
料
研
究
』
一
二
、
一
九
七
八

年
。
の
ち
同
『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
世
界
』
、
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
に
所
収
)

0

徳
政
に
関
す
る
研
究
動
向
の
整
理
と
し
て
は
、
阿
部
浩

一
「
戦
国
期
徳
政
の
事
例
検
討
」
(
同
『
戦
闘
期
徳
政
と

地
域
社
会
』
、
古
川
弘
文
館
、
二
O
O
一
年
)
に
依
拠
し

た。『
日
本
農
地
証
文
の
研
究
』
〈
復
刻
版
〉
(
有
明
書
一
房
、

一
九
八
三
年
)
。
本
文
で
は
、
参
照
し
た
問
書
の
頁
数
を

(
)
内
に
示
し
た
。

前
掲
註
二
、
賓
月
論
文
。

「
保
証
文
一
言
と
し
て
の
「
国
替
」
考
」
(
『
一
志
茂
樹
博

士
喜
寿
記
念
論
集
』
、
一
志
茂
樹
先
生
喜
寿
記
念
会
、
一

九
七
一
年
)
。

「
近
世
伊
予
の
村
算
用
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
「
社

会
科
」
学
研
究
』
第
一

O
号
、
一
九
八
五
年
)
0

『
近
世
の
百
姓
世
界
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
)
、

六一一

1
六
九
頁
。

「
近
世
初
中
期
に
お
け
る
質
地
証
文
と
百
姓
高
請
地
所

持
L

(

『
近
世
に
お
け
る
百
姓
の
土
地
所
有
』
、
校
倉
書

一
房
、
二
0
0
0
年
)
。
神
谷
氏
は
、
勢
州
伊
勢
神
宮
領
「
中

川
ひ
ろ
み
家
文
書
」
の
天
正
期
か
ら
元
禄
期
の
諸
証
文
、

濃
州
安
八
郡
検
又
村
「
棚
橋
家
文
書
」
の
寛
永
期
か
ら

享
保
期
の
諸
証
文
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
文
書
群
の
各
種

担
保
文
言
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
お
り
、
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。

「
熊
取
谷
の
近
世
の
幕
開
け
」
(
『
熊
取
町
史
』
本
文
編
、

熊
取
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
二
O
O
O
年)。

神
谷
智
「
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
土
地
売
買
と
村
落
」

(3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) 。。(1時
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(12) 

(
同
『
近
世
に
お
け
る
百
姓
の
土
地
所
有
』
、
校
倉
書

房
一
、
二
O
O
O
年
)
、
六
一
頁
。

所
蔵
先
が
県
外
と
な
っ
て
い
る
福
井
県
の
史
料
で
、
福

井
県
文
書
館
の
家
番
号
の
記
号
は
X
。

現
在
の
地
域
区
分
で
い
う
福
井
県
嶺
南
地
域
の
史
料
を

選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
嶺
南
は
、
敦
賀
市
、
三
方
郡
、

小
浜
市
、
遠
敷
郡
、
大
飯
郡
か
ら
な
り
、
福
井
県
文
書

館
の
家
番
号
の
記
号
で
は
、
敦
賀
市
が
M
、
三
方
郡
が

N
、
小
浜
市
が
O
、
遠
敷
郡
が
P
、
大
飯
郡
が
Q
で
あ

る
。
作
業
と
し
て
は
、

M
i
Qに
県
外
史
料
の
X
の
中

か
ら
嶺
南
地
域
の
史
料
を
抽
出
し
た
も
の
を
加
え
た
史

料
群
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
。

永
代
替
地
証
文
、
永
代
譲
証
文
も
除
外
し
た
。

売
買
証
文
の
表
題
の
多
く
に
は
「
永
代
」
「
売
渡
」
の
語

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
「
売
申
団
地
之
事
」
な
ど
を
表

題
と
す
る
】
証
文
の
点
数
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
排
除
さ

れ
た
史
料
の
簡
単
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
表
一
一
の
備

考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

菅
原
氏
は
、
前
掲
註
七
の
論
文
の
表
四
に
お
い
て
「
如

何
様
之
儀
御
座
候
共
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
も
担
保
文

言
と
み
な
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
契
約
者
間
で
何
を

現
実
的
な
危
機
と
想
定
し
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
、
具
体
性
が
な
い
「
如
何
様
之
儀
」

は
除
外
し
た
o

他
の
地
域
で
は
、
「
地
発
」
「
地
平
均
L

な
ど
の
文
言
も

あ
る
よ
う
だ
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
若
狭
国
・
越
前

国
敦
賀
郡
に
お
い
て
、
本
文
で
あ
げ
た
徳
政
担
保
文
言

の
ほ
か
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
た
。
以
下
同
じ
。

前
掲
註
二
ハ
。

「
如
何
様
之
儀
候
共
」
な
ど
が
単
独
で
証
文
に
記
さ
れ

る
こ
と
は
、
=
一
七
三
点
中
二
点
の
み
で
あ
り
(
表
三
の

番
号
五
九
・
表
五
の
番
号
六
一
二
)
、
ほ
と
ん
ど
が
徳
政
担

保
文
言
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。

(13) 同 (1司(16) (1カ帥同 (18)

野
尻

。1)
日
引
村
は
、
東
を
内
浦
湾
に
面
し
、
西
を
山
境
に
し
て

丹
後
国
加
佐
郡
に
接
し
て
い
る
。

『
福
井
県
史
』
通
史
編
三
、
八
四
1
九
六
頁
。
『
福
井

県
の
地
名
』
(
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
)
、
五
五
七
・
八

頁
。
こ
の
検
地
で
の
若
狭
国
の
石
高
は
八
万
五
0
0
0

石
余
で
、
大
飯
郡
一
万
九
七
四
三
石
余
、
遠
敷
郡
四
万

二
三
五
一
石
余
、
三
方
郡
二
万
三
O

O
六
石
余
で
あ
る

(
『
小
浜
市
史
』
通
史
編
上
巻
、
七
六
二
・
三
頁
)
。

『
小
浜
市
史
』
藩
政
史
料
編
一
、
一
一
一
一
一

1
一
二
五
頁
。

向
笠
村
は
=
一
方
湖
の
南
、
向
笠
峠
を
越
え
る
と
遠
敷
郡

と
い
う
位
置
に
あ
る
。
江
村
家
は
中
世
か
ら
近
世
を
通

し
て
猿
楽
の
活
動
で
知
ら
れ
る
。

『
福
井
県
史
』
通
史
編
三
、
一
四
九
頁
、
二
二
三
頁
。

関
村
は
若
狭
街
道
の
最
西
端
で
越
前
・
若
狭
の
国
境
付

近
に
あ
る
。

『
国
史
大
辞
典
』
「
地
頭
」
の
項
参
照
。

水
藤
真
「
武
田
氏
の
若
狭
支
配
」
(
『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
第
二
集
、
一
九
八
三
年
)
。
水
藤
氏
は

こ
の
論
文
の
中
で
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
①
徳

政
担
保
文
言
は
、
長
禄
二
年
(
一
四
五
人
)
一
月
一
三

日
を
は
じ
め
と
し
、
一
五
世
紀
代
(
明
応
以
前
)
に
六

通
、
一
六
世
紀
に
は
い
っ
て
永
正
一
七
年
(
一
五
二
O
)

一
一
月
一
七
日
、
天
文
九
年
(
一
五
四
O
)
一
一
月
九
日

の
も
の
ご
通
に
み
ら
れ
る
。
②
徳
政
担
保
文
言
は
、
寄

進
状
に
は
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
売
券
に
の
み
み
ら
れ

る
。
①
徳
政
担
保
文
言
は
、
一
五
世
紀
代
に
は
あ
る
程

記
さ
れ
た
が
、
一
六
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
く

な
る
傾
向
に
あ
る
。
②
の
一
六
世
紀
の
徳
政
担
保
文
言

に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
二
点
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
当
該
期
の
売
券
の
絶
対
数
が
少
な
い
た
め
確

証
は
な
い
が
、
③
の
指
摘
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
良
浦
は
敦
賀
湾
の
東
に
位
置
し
、
中
世
に
は
気
比
神

宮
執
当
の
私
領
で
、
万
根
家
は
中
世
に
は
そ
の
刀
禰
に

同例制信6)(25) (28)伺白骨

若
狭
国
・
越
前
国
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

。0)
任
ぜ
ら
れ
た
。

「
敦
賀
市
史
』
通
史
編
上
巻
、
「
第
五
章
第
一
節
天

下
統
一
と
幕
藩
体
制
」
(
=
一
九
六
1
四
四
五
頁
)
参
照
。

藤
井
譲
治
「
若
狭
一
国
徳
政
の
一
史
料
」
(
『
月
刊
歴
史
』
一

入
、
一
九
七
O
年
)
。
藤
井
氏
は
、
武
田
氏
自
ら
が
判
物

の
有
効
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
徳
政
令

は
武
田
氏
が
主
体
的
に
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘

し
て
い
る
。

『
拾
椎
雑
話
・
稚
狭
考
』
(
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県

郷
土
誌
懇
談
会
刊
、
一
九
七
四
年
)
。
木
崎
協
窓
(
元
禄

二
年
三
六
八
八
〕

1
明
和
三
年
〔
一
七
六
六
〕
)
は
、

宝
暦
年
間
に
若
狭
固
な
ど
の
旧
説
古
伝
を
採
訪
し
、
「
拾

椎
雑
話
」
を
書
き
綴
っ
た
。

前
掲
註
三
二
、
四
四
三
頁
。

。』(32) 。功大〔
会本付
間稿記
題は〕

是罪
主器
4ロc <(s 
両7L

T空 協
ト議
jコム

け 亙
る アロ

五近ム
世ハ

回の(
徳敦
政賀
担)

保
文
言
に
つ
い
て
」
(
『
地
方
史
研
究
』
三
二
ハ
、
二

0
0
五
年
)
、
地
方
史
研
究
協
議
会
月
例
会
(
二
O

O
五
年
七
月
五
日
、
於
駒
津
大
学
)
で
の
口
頭
報
告

を
加
筆
・
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
方
々

か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
筆
な

が
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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若
越
郷
土
研
究

五
十
巻
一
号

若狭園・越前国敦賀郡売買証文数一覧

年 敦賀 一方 遠敷 大飯 合計 年 敦賀 ー方 遠敷 大飯 合計 年 敦賀 一方 遠敷 大飯 合計 年 敦賀 一方 遠敷 大飯合計
1501 1561 1621 1681 4 5 2 21 13 
1502 1562 1622 l 111682 2 1 3 1 7 
1503 1 111563 1623 1683 I 2 3 
1504 l 111564 1624 1684 2 2 
1505 1565 2 211625 1685 1 l 
1506 1566 1 111626 1686 l 1 
1507 l 111567 1627 1687 2 1 3 
1508 1568 1628 1688 l l 2 
l閃9 1 111569 111629 1689 3 l 1 l 6 
1510 l 111570 2 211630 l 111690 l 2 3 6 
1511 1 111571 1631 1691 l l 1 3 6 
1512 l 1 211572 1632 1692 l l 2 
1513 1573 l 111633 1693 2 l 2 5 
1514 1574 1634 1694 l l l 3 
1515 1 1 211575 1 111635 1695 I l l 3 
1516 1576 1636 1696 l 2 3 
1517 l 111577 1 111637 1697 6 6 
1518 1578 1 111638 l 111698 2 l 2 5 
1519 l 111579 1639 1699 1 2 2 5 
1520 1 111580 111640 1700 3 2 4 9 
1521 1581 1641 1701 5 5 
1522 1582 1642 1702 2 3 5 
1523 2 211583 1643 1703 l l 1 3 
1524 1584 1644 1 111704 3 1 l 5 
1525 l 111585 1645 1 111705 l l 3 5 
1526 l 111586 1646 1706 2 3 3 8 
1527 l 111587 1647 1707 l 2 4 7 
1528 1588 1648 1708 6 3 9 
1529 1589 1649 1 111709 l l 1 3 
1530 3 311590 1650 3 31l7l0 2 2 
1531 1591 1651 2 l I 41l7l1 I l 
1532 1592 1652 l7l2 2 1 3 
1533 2 211593 1653 1 l 21l7l3 l 1 2 
1534 l 111594 1654 l7l4 3 3 
1535 2 211595 1655 l7l5 l 4 l 6 
1536 1596 1656 l 11l7l6 2 1 3 
1537 1597 1657 1 l 21l7l7 l l 
1538 1598 1658 l 11l7l8 l l 
1539 2 211599 1659 l 2 31l7l9 1 l 
1540 2 211600 1660 1 l 211720 1 3 4 
1541 1601 1661 l 111721 2 2 
1542 l 111602 1662 1722 1 2 3 
1543 1603 1663 1 111723 l 2 3 
I日4 1604 l郎4 l 111724 1 1 
1545 1605 1665 l l 211725 l 2 3 
1546 1606 1666 l l 211726 l l 2 
1547 1ω7 1667 l l 211727 2 l 3 
1548 2 211608 1668 2 2 411728 2 l 3 
11549 1609 1669 6 3 911729 l l 
1550 1 111610 1670 4 5 4 13 1730 1 l 
1551 1611 1671 l 2 l 411731 3 I l 5 
1552 1612 1672 l 111732 4 l 4 9 
1553 l 111613 1673 l 1 211733 2 l 2 5 
1554 1614 1674 1 2 3 1 711734 1 1 
1555 1615 1675 1 2 3 611735 l 2 3 
1556 1616 1676 2 3 3 811736 3 l 2 6 
1557 1617 1677 l 2 1 1 5日計 102 107 132 32 373 
1558 1618 1678 l 2 3 
1559 1 111619 1679 2 l l 4 
1560 1 111620 1680 2 2 3 7 

表 1
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表
2

家
別

売
買

証
文

数
一

覧

証
文

徳
政
担
保
文
言
の
あ
る
証
文

努
草

署
塁

手
言

の
あ

る
文

書
番号

郡
名

家
番
号

村
名

家
名

年上代限
年下代限

件
数

年上代限
年下代限

件
数

1
 
敦
賀

M
0
5
0
3
 

江
良
i甫

万
根
春
次
郎

45 
明
暦

3
享
保
16

10 
明
暦

3
寛
文

10
438

、
439

、
441

、
442

、
445

、
446

、
448

、
449

、
450

、
451

2
 
敦
賀

M
0
5
0
7
 

原
村

西
福
寺

5
 

永
正

6
延
宝

8

3
 
敦
賀

M
0
6
3
9
 
敦
賀
町
上
島
寺
町

本
妙
寺

11 
慶
安

3
享
保
18

3
 

寛
文

6
延
宝

7
12
、
13
、
14

(002) 

4
 
敦
賀

M
0
6
4
1
 

田
尻
村

沢
本
弥
太
夫

11 
寛
文

10
享
保
18

2
 

天
和
元

天
和

2
1077

、
1080

5
 
敦
賀

M
0
6
6
3
 

大
比
田
浦

古
川

巌
1

 
享
保
13

6
 
敦
賀

M
0
6
7
3
 

関
村

城
彦

司
20 

天
正

6
元
文
元

7
 

慶
安

3
延
宝

6
2
、
3
、
4
、
5
、
7
、
8
、
9

7
 
敦
賀

X
0
5
4
2
 
敦
賀
町
中
橋
町

平
山
家

9
 

慶
安

2
享
保
17

8
 
三
方

N
0
0
0
6
 

気
山
村

熊
谷
平
兵
衛

l
 

正
徳

3
1

 
正徳、

3
23 

9
 
三

方
N
0
0
0
9
 

神
子
浦

大
音
正
和

9
 

延
宝

4
宝
永

5
2

 
延
宝

4
宝
永

5
688

、
695

10 
三

方
N
0
0
1
6
 

日
向
浦

渡
辺
六
郎
右
衛
門

10 
永
正
元

天
和
元

11 
三

方
N
0
0
2
0
 

国
井
村

武
長
宗
兵
衛

20 
寛
文

9
享
保
14

2
 

延
宝

2
享
保

14
138

、
137

12 
三

方
N
0
0
2
1
 

向
笠
村

江
村
伊
平
治

5
 

延
宝
元

享
保
17

4
 

延
宝
元

享
保
17

4
5
j
町

、
4
5
{
叫

、
45
∞
4

、45
(008 

13 
三

方
N
0
0
2
9
 

鳥
浜
村

宇
野
徳
助

1
 

元
禄
13

338 (005)
、384(00(20)0、34)12

、
410 

(005
、411

411 
005 

、409
002

、
410 

004 
、410

003
、

14 
三

方
N
0
0
3
6
 

気
山
村

宇
波
西
神
社

25 
寛
文

10
享
保
11

21 
寛
文
10

享
保
11

338 
001 

、411
004

、
358 

003 
、411

002
、

409 
005 

、411
006

、
179

、
409j(003)

、3(3側8(0)03)
、

411 
(009 

15 
三

方
N
0
0
4
3
 

佐
野
村

野
崎
宇
左
衛
門

13 
大
永

5
元
文
元

16 
三
方

N
0
0
5
8
 

世
久
見
浦

松
宮
太
郎
太
夫

l
 

宝
永

5

監iì~
榊
巡
回
・
縄
1霊
園
縦
畑
髄
!
.
1
-
W
士
!
'
(
a
健
主
当
日
感
拭

111旧
E
;
;
榊
恕
主
主
常
勝

備
考

万用証治文3
の
(0売10証66文)

に(0
は10徳64政)担に保は文「言御あ代替り

」
あ
り
、

寛
文

7
の
借

替享保証以文降の延も徳享、政2
担(保00

文031百
)
、
あ
寛
り
政
元
寛
保(OC2D34(C)03に3ω徳

政
/担
保
文
言
あ
り

寛
政

5
に
「
天
下
一
同
之
金
替

j
と
あ
り

(00036
(003)) 

譲
渡
状
で
は
宝
暦
期
~
文
政

4
ま
で
徳
政
担
保
文
言
あ
り

元
禄
13

(685)
、
宝
永

5
(694)

の
永
代
譲
状
に
は
徳
政
担
保
文
言
あ
り

応長借永禄用証期4
文、よの寛り慶売正安買2

証2、
文文(00あ明07り48)/、・延

5宝に
4徳
(
政00担14保8)

文に徳言政あ担り保/文
言
あ
り

137
に
「
新
御
法
度
」
と
あ
り
/
享
保

3
の
譲
状
に
徳
政
担
保
文
言
あ
り

(132)

45 
(008)

に
「
新
法
」
と
あ
り

寛享文保
1102
のの譲田地状請に取は状徳政に担は徳保政文担言保あ文り言

(4あ09り)
(384-1) 

/
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番号17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2
7
 

28 

29 

3
0
 

31 

3
2
 

33 

34 

35 

キ
¥
Q
帯
型
猿
判
定
駅

同
十
網

1
olt> 

郡
名

家
番

号
村

名
家
名

三
方

N
0
0
6
2
 

世
久

見
i甫

渡
辺
市
左
衛
門

三
方

N
0
0
6
7
 

早
瀬

浦
早

瀬
区

有

三
方

N
0
0
7
3
 

久
々

子
村

加
茂
徳
左
衛
門

三
方

N
0
0
8
4
 

金
山

村
竜

沢
寺

三
方

N
0
0
9
2
 

郷
市

村
三

善
膳

太
夫

遠
敷

0
0
0
0
1
 
小
浜
町
突
抜
町

(
志
水
源
兵
衛
)

遠
敷

0
0
0
4
8
 

本
保

村
清
水
三
郎
右
衛
門

遠
敷

0
0
0
4
9
 

太
良

庄
村

小
野

寺

遠
敷

0
0
0
7
7
 

田
鳥

村
小

林
孫

助

遠
敷

0
0
0
7
8
 

志
積

村
安
倍
伊
右
衛
門

遠
敷

0
0
0
8
2
 

仏
谷
j甫

大
橋
脇
左
衛
門

遠
敷

0
0
0
9
8
 

ノ
ト
浜
町

長
源

寺

遠
敷

0
0
1
2
5
 

神
宮

寺
村

神
宮

寺

遠
敷

0
0
1
3
1
 

金
屋

村
芝
田
喜
左
衛
門

遠
敷

0
0
5
0
1
 

野
代

村
妙

楽
寺

遠
敷

0
0
5
0
3
 

下
竹

原
村

(
白
井
屋

(
藤
田
)
九
右
衛
門
)

遠
敷

0
0
5
1
5
 

新
保

村
龍

泉
寺

遠
敷

0
0
5
1
6
 

門
前

村
明

通
寺

遠
敷

0
0
5
1
7
 

小
浜

町
常

高
寺

件
数l
 

3
 

l
 

2
 

15 

1
 

5
 

3
 

11 

1
 

8
 

18 

l
 

l
 

6
 

6
 

4
 

10 

8
 

証
文

徳
政

担
保

文
言

の
あ

る
証

文
徳

政
担

保
文

言
の

あ
る

文
書

年
代

年
代

年
代

年
代

の
史

料
番

号
備

考

上
限

下
限

件
数

上
限

下
限

永
禄
12

明
応
、
元
、
長
享

2
に

徳
政

担
保

文
言

あ
り

(0006
、
0007)

宝
永

5
宝

永
6

寛
文

3

寛
文

9
元

禄
9

176 
(001)

、176
(002)

、

明
暦

3
享

保
18

7
 

明
暦

3
延

宝
9

176 
(003)

、176
(005

、
176 

(∞
9)

に
「

新
御

法
度
J

と
あ
り

176((004)) 、176
(006)

、
176 

(009 

宝
永

8
天

保
9
の

売
買

証
文

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
(

国
替

・
徳

政
)
(00100) 

売
買

証
文

中
の

徳
政

担
保

文
言

は
宝

暦
6
ま
で
あ
り

(00117)
/

 

享
保

8
享

保
20

3
 

享
保

8
享

保
20

137
、
136

、
138

享
保
20

、
元

文
5
、

寛
保

元
.

3
、

延
享

元
の

借
用

証
文

に
徳

政
担

保
文
言
あ
り

(00120
、
00113

、
00114

、
00119

、
00132)

/
 

天
明

8
に

は
「

天
下

一
統

之
御

触
御

国
政

…
J

と
あ
り

(00058)

延
宝

2
元

禄
13

l
 

延
宝

2
115 

明
和

6((113230))
、
同

7
(121)

、同
9

(123)
、
安
永

2
(124

、
125)

、
天

明
5

、
文
政
元

(135)
、
文
政

5
(136)

の
売

買
証

文
に

徳
政

担
保

文
言

あ
り

大
永

3
正

徳
2

2
 

大
永

7
天

文
11

3
、

4
3
、

4
に

「
御

法
行

」
と

あ
り

寛
文

7

天
文
22

享
保
17

3
 

延
宝

8
事

保
17

62
、
188

、
189

正
徳

4
、
享
保

4
の
借
用
証
文
に
徳
政
担
保
文
言
あ
り

(00186
、00219)

永
正

8
慶

安
4

2
 

永
正

17
慶

安
4

11
、
18

長
禄

2
の

売
寄

進
状

に
は

徳
政

担
保

文
百

あ
り

/
11

に
は

「
於

圏
中

如
何

様
之

御
法

之
旨

」
と

あ
り

天
文
17

元
禄

3
1

 
元

禄
3

264 
(001) 

安
永

5
の

売
買

証
文

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
(00264

(004)) 

文
亀

3
享

保
13

延
宝

3
元

禄
6

福
井

県
文

書
館

の
家

名
は

「
小

浜
市

立
図

書
館
J

延
宝

3
宝

永
5

4
 

延
宝

3
宝

永
5

4
、

9
、
10

、
11

享
保

9
山

林
波

状
に

徳
政

担
保

文
言

あ
り

(00020)

永
正

4
享

保
12

中
世

期
の

写
真

な
し

県
史

資
9
を

参
照

/
文

明
6
の

売
買

証
文

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り

延
宝

4
元

文
元

l
 

天
和

3
520 
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証
文

徳
政

担
保

文
言

の
あ

る
証

文
徳

政
担

保
文

言
の

あ
る

文
書

番号
郡

名
家

番
号

村
名

家
名

年
上
代限

年
代

年
代

年
代

の
史

料
番

号
備

考
件

数
下

限
件

数
上

限
下

限

36 
逮

敷
0
0
5
2
3
 

田
烏

村
大
野
治
郎
太
夫

14 
天

文
9

享
保

9
1

 
天

文
9

2
 

2
に

「
天

下
一

同
之

御
法

成
行

」
と

あ
り

3
7
 

遠
敷

0
0
5
2
8
 

加
茂

村
前
野
治
郎
太
夫

19 
天

正
元

元
禄

8
正

徳
2
の

借
用

証
文

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
(

口
0092)

38 
遠

敷
0
0
5
3
6
 

上
根

来
村

中
ノ

畑
区

有
1

 
元

和
8

39 
遠

敷
0
0
5
4
0
 

長
町

斎
藤

篤
造

l
 

宝
永

4
1

 
宝

永
4

29 

寛
永
20(118-01)

-
天
和
冗

(118-07)
の
借
用
証
文
に
徳
政
担
保
文
言
あ
り
/

117 
(003)

、
117

(013)
、

元
禄

9
(117∞

7)
、

元
禄
11(117-0保

D57)(
、

宝
永

元
(117-010)

、
同

2(117-011)
、
同

7(117-016)
、

享
117-019

・020)
の

質
落

状

4
0
 

遠
敷

P
0
0
1
4
 

上
野

木
村

武
田

小
太

夫
9

 
正

保
2

享
保

19
7

 
天

和
元

享
保

19
117 

(014)
、
117

(015)
、

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
/

117 
(021)

、
117

(022)
、

寛
保

2
・
3
(117-24

・1
1
7
-
2
5
)
、
延
享
3(117-26)

、
宝
暦
7(117-28

117 
(023) 

.29)
、
宝
暦

9
(117-30

・31)
、

明
和

元
(117-32)

、同
6
(117-33)

、向
8
 (117-34)

、
安
永
元

(117
“36)

の
売

渡
状

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
/

天
明

期
以

降
は

徳
政

担
保

文
言

消
滅

ヵ

41 
遠

敷
P
0
0
2
8
 

下
村

森
口
徳
左
衛
門

4
 

寛
文

10
元

文
元

当
家
に
は
近
世
中
後
時
之
期
御
の
公
売
儀
渡
」
証
で
多
安
い
政
が
頃
徳
か
政
担
ら
保

文
言

な
し

/
証

文
の

保
証

は
「

時
「
御
役
所
」
と
な
る

4
2
 

遠
敷

X
0
5
7
0
 

下
竹

原
村

古
河

家
I

 
元

禄
11

宝
暦

元
に

徳
政

担
保

文
言

あ
り

(00619)

43 
大

飯
0
0
0
3
1
 

西
勢

村
岡

善
太

夫
10 

慶
安

4
元

禄
5

享
保

期
の

相
波

状
に

徳
政

担
保

文
言

あ
り

(00844
、00848

、0
0
8
6
0
)
/

宝
暦
13(00918)

、
明

和
5
(00716)

、
享

和
2
(00985)

の
譲

渡
状

に
徳

政
担

保
文

言
あ

り
(

享
和

は
村

徳
政

と
記

す
)

/

44 
大

飯
Q∞

01 
上

下
村

村
松

喜
太

夫
11 

延
宝

5
享

保
4

3
 

元
禄

元
享

保
4

375 
(001)

、375
(002)

、845
安
永

9
(00979)

、
文
化

3
(0098焔

)
、
天
保

5
(01018)

、
同

6
(00980)

、
同

7
(00949

、
00697

、
00935)

、
同

8
(00938

、
00953)

、
同

9
(00951

、
00955)

、
同

11(00964
、
00948)

の
売
i度

状
に

徳
政

担
保

文
言
あ
り

45 
大

飯
Q
0
0
2
6
 

畑
村

沢
田

五
兵

衛
l

 
享

保
16

46 
大

飯
Q
0
0
7
5
 

日
引
村

正事寺明王曲二|日高)
10 

承
応

2
宝

永
2

4
 

承
応

2
延

宝
2

26
、
28

、
24

、
34

寛
永
12

・
明
暦

4
の

売
証

文
に

「
検

地
」

の
担

保
文

言
あ

り

合
計

、
年

代
上

限
・

下
限

373 
文

亀
3

元
文

元
92 

永
正

17
享

保
20

注
記

家
番

号
は

福
井

県
文

書
館

の
目

録
番

号
。

徳
政

担
保

文
言

の
あ

る
文

書
の

史
料

番
号

欄
・

備
考

欄
の

数
字

は
福

井
県

文
書

館
の

家
別

文
書

番
号

。
『
福
井
県
史
』
資
料
編

9
は

県
史

資
9
と
略
記
し
た
。

t2 
譲
証
文
、
替
証
文
は
除
外
し
た
。

歯
医

科
専
巡
回
・
帯
型

1呂
田
誠

~nn\憶
L14ヰ

士
r
{
l
堤
宣
告
芸
界
jg量
判

111阻
c
欄
恕
密
情
処

4
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若
越
郷
土
研
究

五
十
巻
一
号

敦賀郡売買証文一覧

障号 家名 文書番号 キ日暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

語文政鵬言
永代売売渡本物撤年季売その他 回 畑 山 屋敷その他

l 西福寺 00171 永正61509 12月13日 1 1 
2 西福寺 00172 永正71510 11月21日 l 1 
3 西福寺 00185 永正121515 2月9日 l 1 
4 西福寺 00196 永正161519 12月10日 l I 

5 城彦司 00001 天正61578 2月23日 1 1 
6 平山家 00047 (∞1) 慶安21649 4月13日 l I 

7 本妙寺 00006 慶安31650 12月2日 I l 
8 城彦司 00002 慶安31650 12月20日 1 1 1 
9 平山家 ω047(002) 慶安31650 10月15日 l l 
10 本妙寺 00008 慶安41651 7月8日 l l 
11 平山家 00047(003) 慶安41651 11月21日 l l 
12 平山家 00047(004) 承応21653 8月l日 1 l 
13 城彦司 00003 明暦21656 正月29日 l l l 
14 万根春次郎 00438 明暦31657 12月18日 1 l 1 
15 万根春次郎 00439 万治21659 12月11日 1 1 1 
16 万根春次郎 00441 寛文7G1661 8月23日 1 1 1 
17 本妙寺 00010 寛文41664 3月16日 l l 
18 万根春次郎 00442 寛文51665 12月13日 1 l 1 1 1 
19 本妙寺 00012 寛文61666 3月20日 l l 1 
20 本妙寺 00013 寛文71667 12月19日 l l 1 
21 万根春次郎 00443 寛文81668 12月28日 l 1 
22 万根春次郎 00444 寛文81668 12月28日 l l 
23 刀根春次郎 00445 寛文91669 11月13日 l l l 
24 刀根春次郎 00446 寛文91669 11月13日 l l l l 
25 万根春次郎 ω447 寛文91669 11月16日 1 l 
26 刀根春次郎 00448 寛文91669 11月16日 l l 1 
27 城彦司 00004 寛文91669 12月11日 1 l l 
28 城彦司 00005 寛文91669 12月11日 1 l 1 
29 刀根春次郎 00449 寛文101670 6月19日 1 1 1 
30 万根春次郎 00450 寛文101670 12月11日 1 l l 1 
31 万根春次郎 00451 寛文101670 12月25日 1 1 l 1 
32 沢本弥太夫 01067 (∞1) 寛文101670 12月l日 1 1 
33 城彦司 00007 寛文111671 正月24日 I 1 l 1 
34 万根春次郎 00452 延宝21674 5月24日 l 1 l 
35 城彦司 00008 延宝31675 12月5日 1 1 l 
36 沢本弥太夫 01069 延宝51677 12月16日 1 1 
37 城彦司 00009 延宝61678 11月28日 1 1 l 
38 万根春次郎 00453 延宝71679 12月12日 1 
39 本妙寺 o∞14(002) 延宝71679 3月8日 l l l 
40 万根春次郎 ∞454 延宝81680 12月11日 l l l 
41 西福寺 00295 延宝81680 12月9日 l 1 
42 万根春次郎 00455 天和元 1681 11月幻日 1 I 

43 本妙寺 00015 天和元 1681 12月22日 l 1 
44 沢本弥太夫 01077 天和元 1681 12月2日 l I 1 
45 沢本弥太夫 01078 天和元 1681 12月24日 l 1 
46 刀根春次郎 00456 天和21682 12月20日 1 l l 
47 沢本弥太夫 01080 天和21682 12月15日 I I l 
48 刀根春次郎 00457 貞享41687 11月26日 1 l 
49 刀根春次郎 00458 貞享41687 12月16日 1 l 
50 万根春次郎 00459 元禄21689 6月17日 I l 
51 万根春次郎 00460 元禄21689 11月初日 I l 
52 万根春次郎 00461 元禄21689 11月26日 1 l 
53 万根春次郎 00465 元禄31690 12月初日 l 1 l l 
54 万根春次郎 00467 元禄41691 12月14日 l 1 
55 万根春次郎 00468 元禄51692 12月初日 1 1 l l 

表3
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皆号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

鰍文担言保
永代売売渡本物競年季売その他 田 畑 山 屋敷その他

56 刀根春次郎 00469 克禄71694 12月16日 1 l 
57 本妙寺 00017 元禄81695 12月21日 l l l 
58 万根春次郎 00470 冗禄91696 12月11日 1 l 

59 沢本弥太夫 01102 7G禄111698 12月15日 l l 
60 城彦司 00010 克禄111698 12月26日 l l 1 
61 沢本弥太夫 01104 克禄121699 12月6日 l 1 
62 万根春次郎 00306 元禄131700 12月22日 l 1 
63 万根春次郎 00471 7G禄131700 12月24日 l I 1 
64 万根春次郎 00472 冗禄131700 12月24日 l l l 

65 万根春次郎 00475 7G禄151702 12月11日 1 1 
66 万根春次郎 00476 克禄151702 12月11日 l l 
67 万根春次郎 00478 元禄161703 12月25日 1 1 l I 
68 万根春次郎 00479 宝永克 1704 4月4日 1 l l 

69 万根春次郎 00480 宝永冗 1704 12月23日 1 l 
70 万根春次郎 00481 玉占水、冗1704 12月23日 1 l 

71 平山家 ∞047(005) 宝永21705 8月22日 l l 

72 刀根春次郎 00482 宝永31706 12月18日 l l 1 
73 本妙寺 00019 宝永31706 2月19日 1 1 
74 刀根春次郎 00483 宝永41707 12月15日 l 1 
75 万根春次郎 00485 宝永61709 12月18日 l l 

76 万根春次郎 00489 正徳5l7l5 12月初日 1 l 

77 沢本弥太夫 01125 享保7G1716 12月初日 1 1 1 
78 平山家 00047 (∞6) 正徳61716 4月7日 1 1 
79 万根春次郎 00490 享保31718 12月9日 l l l 

80 沢本弥太夫 01131 享保61721 12月26日 l l 

81 城彦司 00013 字保61721 12月16日 l l 
82 沢本弥太夫 01133 手保71722 12月24日 l 1 1 
83 城彦司 00014 字保81723 12月初日 l 1 
84 万根春次郎 00491 字保101725 12月お日 l 1 
85 本妙寺 00021 字保121727 2月22日 l 1 
86 城彦司 00015 字保121727 12月20日 l 1 
87 古川巌 00002 字保131728 12月25日 l 1 l 

88 平山家 00048(001) 享保131728 9月17日 1 l 

89 万根春次郎 00492 享保151730 12月29日 1 1 l l 

90 万根春次郎 00494 享保161731 12月16日 1 1 
91 城彦司 00017 享保161731 11月28日 1 1 
92 城彦司 00018 享保161731 12月8日 1 1 
93 城彦司 00019 享保171732 11月13日 1 1 
94 城彦司 00020 享保171732 12月23日 1 1 
95 平山家 00040 (∞1) 享保171732 12月7日 l 馬借座

96 平山家 。∞39(∞2)享保171732 12月23日 1 馬借座

97 本妙寺 00023 享保181733 8月17日 1 l 

98 沢本弥太夫 01139 享保181733 12月10日 l 1 
99 城彦司 00021 手保201735 12月11日 l 1 1 
100 城彦司 00022 冗文冗 1736 12月16日 l 1 
101 城彦司 00023 冗文冗 1736 12月20日 l 1 
102 城彦司 00024 克文冗 1736 12月20日 l 1 

えロ為 計 79 12 9 2 。53 28 30 16 2 22 
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三方郡売買証文一覧

番号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

革文政担言時
永代売売渡本物鵡年季売その他 田 畑 山 屋敷 そ町他

l 渡辺六郎右衛門 17 永正克 1504 12月13日 l l 
2 渡辺六郎右衛門 20 永正91512 6月l日 l l 
3 野崎宇左衛門 159 大永51525 12月20日 l l 
4 渡辺六郎右衛門 25 天文81539 11月10日 l 1 
5 渡辺六郎右衛門 26 天文81539 12月13日 l 1 
6 渡辺市左衛門 14 永禄21569 6月l日 l 銀あと(網)

7ニ善膳太夫 ω176(001) 明贋31657 12月7日 1 l I 

8加茂徳左衛門 279 寛文31663 5月22日 l 1 
9ニ善膳太夫 00176(0ω) 寛文61666 12月12日 l l 1 
10 武長宗兵衛 136 寛文91669 12月2日 1 l 
11 竜沢寺 14 寛文91669 12月21日 1 l 
12 二善膳太夫 00176 (ω3) 寛文91669 11月17日 l l 1 
13 渡辺六郎右衛門 114 寛文101670 12月14日 l l 
14 字波西神社 ∞338(∞5) 寛文101670 12月7日 l 1 l 
15 字波西神社 ∞384(002) 寛文101670 12月14日 1 l l 
16 二善膳太夫 00176(005) 寛文101670 11月14日 l l l 
17 一善膳太夫 00176(004) 寛文101670 11月17日 1 l l 
18 渡辺六郎右衛門 112 寛文111671 12月25日 1 l 
19 武長宗兵衛 127 寛文111671 12月13日 1 l 
20 宇波西神社 412 寛文121672 12月18日 1 l 1 
21 江村伊平治 00045 (ω1) 延宝元 1673 12月6日 1 1 1 
22 渡辺六郎右衛門 137 延宝21674 12月11日 l l 
23 武長宗兵衛 138 延宝21674 6月15日 l l l 
24 渡辺六郎右衛門 136 延宝31675 6月20日 l 畑舟

25 江村伊平治 00045(002) 延宝31675 12月6日 l l l 
26 大音正和 688 延宝41676 12月28日 1 l l 
27 江村伊平治 00045(003) 延宝41676 3月29日 l 1 
28 武長宗兵衛 103 延宝51677 正月28日 l 1 
29 野崎宇左衛門 31 延宝51677 9月17日 l 1 l 山林

30 大音正和 343 延宝61678 12月27日 l 網場

31 一善膳太夫 ω176(006) 延宝61678 12月9日 1 1 l 
32 武長宗兵衛 129 延宝71679 5月21日 1 l 

33 大音正和 692 延宝81680 12月20日 1 1 

34 野崎字左衛門 40 延宝81680 12月初日 I l 

35 渡辺六郎右衛門 135 延宝91681 9月 l 1 
36 渡辺六郎右衛門 151 天和元 1681 12月24日 l 1 
37 江村伊平治 00045(004) 天和克 1681 12月晦日 l 我等抱分目1 1 

38 宇波西神社 00411 (001) 天和7G1681 12月14日 l 1 
139 一普勝太夫 00176 (∞9) 延宝91681 11月15日 l l 1 
40 ニ善謄太夫 ω176(010) 天和21682 2月3日 1 l l 
41 武長宗兵衛 12 天和31683 12月12日 l l 
42 大音正和 836 貞享21685 5月8日 1 網碇

43 宇波西神社 00410(005) 貞享41687 正月18日 l 1 l 
44 宇波西神社 ∞411 (003) 元禄21689 12月15日 l 1 l 
45 二善勝太夫 ∞176(014) 元禄31690 12月17日 1 1 

46 一善膳太夫 00176(016) 冗禄31690 12月21日 1 l 

47 宇波西神社 00411 (005) 克禄41691 12月8日 1 I l 
48 野崎宇左衛門 5 克禄61693 6月27日 1 
49 二善膳太夫 00176 (017) 克禄61693 3月11日 1 l 

50 一善膳太夫 00176(019) 克禄71694 12月28日 1 l 
51 竜沢寺 12 元禄91696 11月25日 1 l 
52 一善膳太夫 ω176(020) 元禄91696 12月26日 l l 

53 大音正和 687 克禄101697 6月13日 l l 
54 大音正和 704 克禄101697 12月15日 l l 

55 武長宗兵衛 104 冗禄101697 12月25日 l 1 
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番号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

植文政担言保
永代売売渡本物売渡年季売その他 回 畑 山 屋敷その他

56 字波西神社 00409 (ω2) 元禄101697 12月3日 1 l 1 1 
57 宇波西神社 00410(004) JG禄101697 12月3日 1 1 1 
58 字波西神社 00410(003) JG禄101697 12月26日 l 1 1 

59 字波西神社 ∞338(001) 元禄111698 12月22日 1 1 1 
60 大音正和 430 JG禄121699 12月初日 1 1 
61 字波西神社 00411 (004) JG禄121699 12月初日 1 1 1 
62 大音正和 696 冗禄131700 12月15日 1 l 

63 宇野徳助 7 JG禄131700 正月26日 1 林

64 武長宗兵衛 106 克禄141701 12月28日 l 

65 宇波西神社 ∞358(∞3) 冗禄141701 2月23日 1 l 

66 宇波西神社 ∞411 (002) 冗禄141701 12月22日 1 l 

67 宇波西神社 ω4ω(005) 冗禄141701 12月25日 1 l l 

68 宇波西神社 00411 (006) 元禄141701 12月幻日 1 l l 

69 宇波西神社 179 元禄151702 12月3日 l l 1 
70 宇波西神社 00409 (∞3) 冗禄151702 12月8日 1 1 1 
71 二善膳太夫 00176(023) 冗禄151702 2月11日 l l 1 
72 宇波西神社 365 JG禄161703 11月19日 1 l l 

73 宇波西神社 00338 (ω3) 宝永克 1704 12月16日 1 l 1 
74 宇波西神社 00338(004) 宝永21705 12月17日 1 l 

75 武長宗兵衛 117 宝永31706 12月20日 1 1 
76 宇波西神社 ∞1358 (∞1) 宝永31706 11月26日 1 1 1 
77 宇波西神社 ω358(004) 宝永31706 11月晦日 1 l l 1 l 

78 武長宗兵衛 III 宝永41707 12月初日 l l 

79 宇波西神社 00408(002) 宝永41707 12月26日 1 l 

80 大音正和 695 宝永51708 10月7日 l 田畑手形 1 
81 武長宗兵衛 110 宝永51708 11月28日 l l 

82 武長宗兵衛 120 宝永51708 12月12日 l l 

83 松宮太郎太夫 10 宝永51708 12月29日 1 l 

84 早瀬区有文書 229 宝永51708 6月15日 l l 

85 早瀬区有文書 226 宝永51708 6月21日 1 l 

86 早瀬区有文書 956 宝永61709 12月28日 1 l 

87 武長宗兵衛 19 正徳2l7l2 12月21日 1 1 
88 野崎宇左衛門 22 正徳2l7l2 12月20日 l 1 
89 熊谷平兵衛 23 正徳31713 12月11日 1 l 1 
90 武長宗兵衛 113 正徳41714 12月15日 l 1 l 

91 野崎宇左衛門 27 正徳41714 12月4日 l I 

92 野崎宇左衛門 151 正徳41714 12月8日 l 1 
93 武長宗兵衛 114 正徳51715 12月27日 l 1 l 

94 野崎宇左衛門 41 正徳51715 2月25日 l l 

95 野崎宇左衛門 150 正徳5l7l5 2月25日 l l 

96 野崎字左衛門 1 正徳5l7l5 12月8日 1 1 l 

97 武長宗兵衛 125 享保元 l7l6 12月17日 l l 

98 武長宗兵衛 25 享保51720 12月19日 1 l l l 

99 野崎宇左衛門 29 享保71722 12月13日 1 1 
100 野崎宇左衛門 45 享保71722 12月19日 1 1 
101 武長宗兵衛 29 享保101725 12月21日 l 1 
102 武長宗兵衛 123 字保101725 12月21日 1 l 

103 字波西神社 00411 (∞9) 手保111726 12月8日 l l l 

104 武長宗兵衛 137 享保141729 12月26日 l l 1 
105 江村伊平治 o∞45(008) 享保171732 12月16日 1 l l 

106 ニ善謄太夫 00176(026) 享保181733 12月8日 1 l l 

107 野崎宇左衛門 37 克文克 1736 12月17日 l I 

t口h 言十 67 16 22 2 01 55 40 9 9 8 37 
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遠敷郡売買証文一覧

障号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

徳担文保政言
永代売売渡本物売控年季売その他 回 畑 山屋敷その他

1 妙楽寺 4 文亀31503 10月21日 l 塩浜

2 明通寺 402 永正41507 3月22日 1 1 

3 長源寺 7 永正81511 5月21日 1 l 

4 長源寺 8 永正91512 3月7日 1 l 

5 長源寺 10 永正121515 12月12日 l I 

6 明通寺 403 永正141517 3月22日 l l 

7 長源寺 11 永正171520 2月7日 1 l 1 

8 小林孫助 1 大永31523 9月20日 1 l 

9 長源寺 12 大永31523 12月初日 l l 

10 明通寺 405 大永61526 11月21日 l l 

11 小林孫助 3 大永71527 12月l日 1 1 l 

12 長源寺 15 享禄31530 11月l日 1 1 

13 長源寺 14 享禄31530 11月22日 1 1 

14 長源寺 13 享禄31530 11月 l I 

15 長源寺 16 天文21533 12月19日 l l 

16 長源寺 28 天文21533 12月20日 l 1 

17 長源寺 27 天文31534 2月3日 1 1 

18 長源寺 25 天文41535 12月初日 1 I 

19 明通寺 406 天文41535 12月13日 l 1 

20 長源寺 23 天文91540 12月13日 l 1 

21 大野治郎太夫 2 天文91540 11月9日 l 網場 1 

22 小林孫助 4 天文111542 8月6日 l 1 l 

23 長源寺 22 天文171548 12月6日 1 l 

24 神宮寺 29 天文171548 3月26日 1 1 

25 長源寺 21 天文191550 3月28日 1 l 

26 大橋脇左衛門 ω001 (ω1) 天文221553 間正月お日 l 1 

27 長源寺 20 永禄21559 12月16日 l 1 

28 妙楽寺 17 永禄31560 4月15日 l 1 

29 妙楽寺 20 永禄81565 12月10日 1 1 

30 妙楽寺 21 永禄81565 12月24B 1 1 

31 妙楽寺 22 永禄91566 11月21日 1 l 

32 明通寺 418 永禄131570 9月26日 1 段銭

33 明通寺 419 永禄131570 9月26日 l 段銭

34 前野治良太夫 6 天正克 1573 6月6日 l 1 

35 長源寺 19 天正31575 正月11日 l l 

36 大野治郎太夫 3 天正51577 12月14日 l l 

37 大野治郎太夫 4 天正81580 11月23日 1 1 

38 中ノ畑区有 86 冗和81622 11月5日 l 1 

39 小林孫助 39 寛永71630 12月22日 l 網場

40 前野治良太夫 87 寛永151638 2月4日 1 l 

41 前野治良太夫 91 寛永211644 2月11日 1 1 

42 武田小太夫 00ll7(001) 正保21645 12月13日 1 I 1 

43 長源寺 18 慶安41651 4月13日 l 1 作職 l 

44 前野治良太夫 95 万治31660 2月2日 1 l 

45 安倍伊右衛門 143 寛文71667 2月l日 1 網場

表5
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指号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

徳担文保政言
永代売売渡本物売渡年季売その他 田 畑 山屋敷その他

46 前野治良太夫 99 寛文81668 3月9日 l I 

47 前野治良太夫 100 寛文81668 12月14B l 1 

48 前野治良太夫 102 寛文101670 2月6日 I I l 

49 前野治良太夫 103 寛文101670 2月 1 1 l 

50 前野治良太夫 104 寛文101670 12月2日 1 l 

51 森口徳左衛門。ω88(001)寛文101670 12月29日 1 1 

52 前野治良太夫 105 寛文111671 10月30日 l l 

53 前野治良太夫 108 延宝JG1673 12月13日 l 1 

54 小野寺 115 延宝21674 2月7日 1 l l 

55 前野治良太夫 109 延宝21674 12月21日 1 1 

56 前野治良太夫 110 延宝21674 12月21日 1 1 

57 田井屋久右衛門 58 延宝31675 7月4日 1 1 1 11111座(融業権)

58 龍泉寺 4 延宝31675 正月11日 1 1 1 1 

59 前野治良太夫 112 延宝31675 11月18日 1 1 

60 常両寺 518 延宝41676 12月7日 l l 

61 大野治郎太夫 158 延宝41676 11月26日 l l 

62 前野治良太夫 113 延宝41676 12月12日 l l 

63 明通寺 248 延宝51677 12月25日 l l l 

64 小林孫助 59 延宝81680 12月6日 1 1 

65 大橋脇左衛門 64 延宝81680 12月9日 1 l 

66 大橋脇左衛門 62 延宝81680 12月26日 l l l 

67 大橋脇左衛門 72 天和冗 1681 12月26日 1 1 

68 武田小太夫 00117(003) 天和元 1681 12月25日 1 l l 

69 田井屋久右衛門 59 天和21682 12月27日 1 l 

70 常品寺 519 天和21682 5月25日 1 l 

71 大野治郎太夫 159 天和21682 3月8日 1 l 

72 常局寺 520 天和31683 6月13日 1 l l 

73 前野治良太夫 114 天和31683 3月 I l 1 

74 大野治郎太夫 67 員手JG1684 8月14日 1 あじ場(鰯)

75 前野治良太夫 115 貞享克 1684 12月28日 1 l 

76 前野治良太夫 116 貞享31686 7月4日 1 l 

77 田井屋久右衛門 61 元禄元 1688 12月23日 1 l 

78 常品寺 521 元禄21689 12月11日 1 l 

79 芝田喜左衛門 00264(001) 克禄31690 12月4日 l l l 

80 田井屋久右衛門 62 元禄31690 3月26日 1 l 

81 田井屋久右衛門 63 フじ禄31690 4月15日 1 l 

82 明通寺 249 元禄41691 12月25日 1 1 

83 国井屋久右衛門 66 克禄61693 12月20日 1 1 1 

84 明:im寺 250 元禄71694 11月14日 1 l 

85 前野治良太夫 117 元禄81695 12月16日 1 1 

86 小野寺 117 元禄111698 12月29日 l 1 

87 古河家 00618 元禄111698 12月 1 1 

88 大野治郎太夫 160 元禄121699 2月14日 1 l 

89 武田小太夫 00117(008) 克禄121699 3月3日 1 竹やぶ

90 小野寺 118 克禄1317∞ 12月23日 1 l 
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番号 家名 文書番号 手日暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

徳担士保政言
永代売売渡本物鵡年季売その他 回 畑 山屋敷その他

91 小林孫助 60 JG禄1317ω 11月23日 l 1 

92 常品寺 522 元禄131700 12月12日 l 1 

93 大野治郎太夫 71 克禄131700 12月19日 1 1 網場

94 大橋脇左衛門 128 克禄161703 9月6日 l 杉(材木)

95 小林孫助 62 宝永31706 11月15日 1 1 

96 武田小太夫 ∞117(013) 宝永31706 12月13日 永代渡 l l 

97 武田小太夫 00117(014) 宝永31706 12月13日 l 1 l 

98 小林孫助 64 宝永41707 12月9日 l 1 

99 小林孫助 65 宝永41707 12月14日 l 1 

100 斎藤篤造 29 宝永41707 11月幻日 1 l l 

101 武田小太夫 00117(015) 宝永41707 12月20日 ~it質流 l 1 

102 龍泉寺 9 宝永51708 12月20日 l 1 l 

103 龍泉寺 10 宝永51708 12月初日 1 l 11 

104 龍泉寺 11 宝永51708 12月20日 l l 

105 小林孫助 52 宝永71710 12月3日 1 網場

106 大野治郎太夫 161 宝永71710 9月27日 l 1 

107 志水源兵衛 188 宝永81711 2月6B l l 

108 小林孫助 66 正徳21712 12月17日 l 

109 森口徳左衛門 ∞088(002) 正徳31713 12月初日 1 

110 大野治郎太夫 163 正徳51715 12月7日 l l 1 

111 大野治郎太夫 164 字保21717 12月27日 l 

112 常両寺 523 享保51720 12月6日 l l 

113 大野治郎太夫 165 享保51720 12月6日 l l 

114 大野治郎太夫 166 字保51720 12月16日 l l 1 l 

115 清水三郎右衛門 153 享保81723 12月8日 l 舟場

116 清水二郎右衛門 137 享保81723 12月17日 l 1 1 

117 大野治郎太夫 167 享保91724 12月29日 1 1 

118 常両寺 525 字保111726 12月22日 1 l 

119 明通寺 252 享保121727 6月24日 1 l 

120 妙楽寺 264 享保131728 12月28日 1 l 

121 大橋脇左衛門 190 享保161731 12月7日 l l 

122 大橋脇左衛門 188 享保171732 3月25日 l l 1 

123 大橋脇左衛門 189 享保171732 間5月お日 l l 

124 武田小太夫 00117(021) 享保171732 12月22日 l l 1 

125 森口徳左衛門 00088(004) 享保171732 12月17日 1 

126 清水三郎右衛門 121 享保181733 12月24日 l l 

127 武田小太夫 ∞117(022) 享保181733 12月25日 1 l 1 

128 武田小太夫 00117(023) 字保191734 12月お日 l l l 

129 清水二郎右衛門 136 字保201735 12月22日 1 l l 

130 清水二郎右衛門 138 享保201735 12月22日 l l l 

131 常局寺 527 克文克 1736 12月5日 l 1 

132 森口徳左衛門 。∞88(005)JG文JG1736 12月8日 l l 

i口，.. 計 95 32 1 2 21 86 24 15 8 14 26 

文書番号は福井県文書館の家別文書番号。
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51 

大飯郡売買証文一覧

番号 家名 文書番号 和暦 西暦 日付
売買種類 売物種類

徳担文保政言
永代売売渡本物撤年季売その他 田 畑 山屋敷その他

l 岡善太夫 ∞011 (003) 慶安41651 3月18日 I 1 

2 正楽寺 26 承応;(2)1653 12月吉日 l 1 l 

3 正楽寺 28 明暦41658 5月5日 l l l 

4 岡善太夫 00011 (004) 万治21659 12月18日 l l l 

5 正楽寺 24 万治21659 12月3日 l l 1 

6 岡善太夫 00011 (005) 万治31660 11月22日 l I 

7 岡善太夫 00011 (006) 寛文51665 12月16日 l 1 

8 正楽寺 34 延宝21674 12月10日 l 1 1 

9 岡善太夫 00011 (008) 延宝41676 11月13日 l 1 1 

10 岡善太夫 。ω11(007) 延宝41676 12月10日 l 1 

11 岡善太夫 oω11 (009) 延宝41676 12月10日 I l 

12 村松喜太夫 904 延宝51677 閏12月228 l l I I 1 

13 村松喜太夫 905 延宝71679 12月20日 l l 1 l 1 

14 岡善太夫 00011 (002) 天和元 1681 11月3日 1 l 

15 同善太夫 00011 (001) 天和元 1681 12月17日 l l l 林

16 正楽寺 37 天和21682 8月21日 l あし場

17 村松喜太夫 ω375(001) 元禄元 1688 12月26日 1 1 1 

18 村松喜太夫 00375(002) 元禄21689 2月21日 1 l I l 

19 村松喜太夫 899 元禄41691 4月15日 1 l 

20 村松喜太夫 900 元禄41691 4月15日 l l 

21 正楽寺 40 元禄41691 6月27日 1 I 

22 岡善太夫 00011 (011) 元禄51692 11月5日 l 1 1 

23 正楽寺 42 元禄61693 12月11日 l l 

24 正楽寺 41 元禄61693 12月12日 l l 

25 正楽寺 33 元禄81695 12月23日 l l 

26 村松喜太夫 906 宝永元 1704 12月4日 I 1 

27 村松喜太夫 00375(003) 宝永21705 正月25日 1 l 

28 村松喜太夫 ∞375(004) 宝永21705 閏4月3日 l l 

29 正楽寺 32 宝永21705 4月22B 1 1 

30 村松喜太夫 972 宝永61709 12月24日 l l 

31 村松喜太夫 845 享保41719 12月28日 l l l 

32 沢田五兵衛 7 享保161731 12月13日 l 永(鋭代手肢形証目文) 

ぷ口〉 計 25 6 。l 01 16 16 6 3 3 7 

表6

野
尻

若
狭
国
・
越
前
田
敦
賀
郡
に
お
け
る
徳
政
担
保
文
言
の
基
礎
的
考
察

文書番号は福井県文書館の家別文書番号。
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N
 

ll) 

香号1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

中
嶋
君
型
猿
刊
誌
言
駅

同十lIlfP
1

 aい

郡名
家
名

文
書
番
号

和
暦

遠敷
長

源
寺

11 
永正

17

遠敷
小

林
孫

助
3
 

大永
7

遠敷
大
野
治
郎
太
夫

2
 

天文
9

遠敷
小

林
孫

助
4
 

天文
II

教賀
城

彦
司

00002 
慶安

3

遠敷
長

源
寺

18 
慶安

4

大飯
正

楽
寺

26 
承応

(2)

敦賀
城

彦
司

00003 
明暦

2

敦賀
刀
根
春
次
郎

00438 
明暦

3

三方
三
善
膳
太
夫
∞
176(001) 

明暦
3

大飯
正

楽
寺

28 
明暦

4

教賀
万
根
春
次
郎

00439 
万治

2

大飯
正

楽
寺

24 
万治

2

教賀
万
根
春
次
郎

00441 
寛
文
元

教賀
万
根
春
次
郎

00442 
寛文

5

敦賀
本

妙
寺

00012 
寛丈

6

三方
三
善
膳
太
夫
∞
176(∞

2) 
寛丈

6

教賀
本

妙
寺

00013 
寛文

7

教賀
万
根
春
次
郎

00445 
寛丈

9

表
7

若
狭

国
・

越
前

国
敦

賀
郡

に
お

け
る

徳
政

担
保

文
言

を
有

す
る

売
買

証
文

一
覧

売
買
種
類

売
物
種
類

徳
政

担
保

文
百

種
類

備
考

西
暦

日イ寸
永代売

売渡
本物撤

年季売
そ
の
他

田
畑

山
屋敷

そ
の
他

穂政
国替

地
頭
替
1t
官
替

知
行
替

所替
Îí~/乱

検地
そ
の
他

1520 
2月

7
日

l
 

l
 

加閣国法中之知旨何候様共
之

1527 12
月
18

1
 

1
 

御い法か行様候之
共

1540 11
月
9
日

1
 

網
場

l
 

1542 
8月

6
日

1
 

1
 

御い法カ行様候之
共

1650 12
月208

1
 

1
 

l
 
l
 
1
 

l
 

何
御
様
座
候
之
儀共

1651 
4月
13
日

1
 

1
 

作
職

1
 
1
 

天
下
御
如
座
何
候
様
共
之
事

1653 12
月
剖

1
 

1
 

1
 
1
 

l
 

如
何
様
之
儀

1656 日
298

1
 

1
 

1
 
1
 
1

 
1

 
如御何座様候之共

義

1657 12
月
18
日

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1657 12
月
7
日

1
 

l
 

l
 

1
 

1658 
5月

5
日

l
 

l
 
l
 

1
 

如
何
様
儀

1659 12
月
118

l
 

l
 

1
 

l
 

1
 

1659 12
月
3日

l
 

l
 

1
 
l
 

1661 
8 月回目

l
 

1
 

l
 
1
 

1
 

1665 12
月
13
日

1
 

1
 
1
 
1
 

1
 

1
 

1
 

1666 
1月初日

1
 

l
 

1
 

1
 

1666 12
月
12
日

1
 

1
 

1
 
1
 

何御様座之候出共
入

1667 12
月
19
日

1
 

1
 

1
 

1
 

1669 11
月
13
日

1
 

1
 

1
 
l
 

l
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σ3 
L
O
 

香号20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 郡
売

買
種

類
家
名

文
書
番
号

和
暦

西
暦

日
付

永代売
売渡

糊
鵡

年季売
そ
の
他

田
名敦賀

刀
根
春
次
郎

00446 
寛
文
9
1669 11月

13
日

l
 

敦賀
刀
根
春
次
郎

00448 
寛
文
9
1669 11

月
16
日

l
 

敦賀
城

彦
司

00004 
寛
文
9
1669 12

月
118

l
 

教賀
城

彦
司

00005 
寛
丈
9
1669 12

月
11
日

l
 

三方
三
善
膳
太
夫

ω176(003) 
寛
文
9
1669 11

月
17
日

l
 

教賀
刀
根
春
次
郎

00449 
寛文

10
1670 

6月
19
日

1
 

敦賀
刀
根
春
次
郎

00450 
寛丈

10
1670 12

月
118

l
 

教賀
刀
根
春
次
郎

00451 
寛文

10
1670 12

月25
日

l
 

三方
宇
波
西
神
社
∞
338(005) 

寛文
10
1670 12

月
7
日

1
 

三方
宇
波
西
神
社

00384(002) 
寛文

10
1670 12

月
14
日

l
 

三方
三
善
膳
太
夫
∞
176 (005) 

寛文
10
1670 11月

14
日

l
 

三方
三
善
膳
太
夫
∞
176(004) 

寛文
10
1670 11

月
17
日

1
 

敦賀
城

彦
司

00007 
寛文

11
1671 正月

M
日

1
 

三方
字
波
西
神
社

412 
寛丈

12
1672 12

月
18
日

1
 

三方
江
村
伊
平
治

00045(001) 
延
宝
元

1673 12
月
68

1
 

大飯
正

楽
寺

34 
延
宝
2
1674 12

月
108

1
 

三方
武
長
宗
兵
衛

138 
延
宝
2
1674 

6月
15
日

l
 

遠敷
小

野
寺

115 
延
宝
2
1674 

2月
7日

l
 

教賀
城

彦
司

00008 
延
宝
3
1675 12

月
5日

l
 

三方
江
村
伊
平
治
∞
045(∞

2) 
延
宝
3
1675 12

月
68

1
 

断
医

科
専
巡
回
・
帯
型
1E

困
縦
割
回
終
u
.
w
士
時
意
義
醤
思
!
迷
:Nll

旧
G
'
網
越
:
g
;
や
邸

売
物

種
類

徳
政

担
保

丈
百

種
類

畑
山

屋敷
そ
の
他

穂
政

国替
地頭替

it
官替

知行替
所替

AM/
目
検地

そ
の
他

備
考

1
 
1
 

1
 
1
 

l
 

l
 

1
 

l
 
1
 

1
 

l
 
1
 
l
 
1
 

い出か来様候之共
義

l
 

l
 
l
 
l
 
l
 

い出来か様申イ之民義共

1
 

1
 
l
 

い
か
様
之
口

1
 

l
 
l
 

l
 

1
 

1
 
l
 

l
 

1
 

l
 
l
 

l
 

1
 

l
 

l
 
l
 

1
 

l
 
l
 

い
か
様
之
儀

l
 

l
 

如御何座様侠出共
入

l
 

l
 

如
御
何
座
様
候
出
共
入

1
 

l
 

l
 
l
 
l
 
1
 

如出何来様侯之共
義

1
 

l
 
l
 

何
様
之
義

1
 

1
 

1
 

1
 

l
 

1
 

い
か
様
之
儀

1
 
l
 

l
 

l
 

如御何座様候之共
義

l
 

l
 

1
 

何御様座{之長義共

1
 

l
 

l
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期
帯
電
草
案
十
4志

保
同
十
~
1

日ドフ

tE 
番

郡
売

買
種

類
売

物
種

類
徳

政
担

保
文

百
種

類
備

考
で
EコF

 名
家
名

文
書
番
号

和
暦

西
暦

日
付

永代売
売渡

本腕自
年季売

そ
の
他

田
畑

山
屋
敷

そ
の
他

徳
政

国替
地頭替

代官替
知行替

所替
*&/目

検地
そ
の
他

40 遠敷
龍

泉
寺

4
 

延宝
3
1675 

正月
11B

1
 

1
 
1
 

1
 
1
 

其外以何来様出之来
事

41 
三方

大
音

正
和

688 
延宝

4
1676 12

月お日
1
 

1
 

l
 
1
 

42 敦賀
城

彦
司

00009 
延宝

6
1678 11

月28B
l
 

l
 

1
 

1
 

如出何来様仕候之儀共

43 
三方

三
善
膳
太
夫

00176
印
刷

延宝
6
1678 12

月
9日

1
 

1
 

1
 

其
外
御
い
座
か
候
様
共
之
義

44 
教賀

本
妙

寺
00014(002) 

延宝
7
1679 3 月

8
日

l
 

1
 

1
 

1
 

45 遠敷
大
橋
脇
左
衛
門

62 
延宝

8
1680 12

月初日
1
 

1
 

1
 
1
 

46 
敦賀

沢
本
弥
太
夫

01077 
天
和
元

1681 12
月
2日

1
 

1
 

1
 

何
出
様
来
候
之
義共

47 三方
江
村
伊
平
治

00045(004) 
天
和
元

1681 12
月
削

l
 

我
等
抱

1
 
1
 

如
何
様
之
儀

分
日
那

48 
三方

三
善
膳
太
夫

00176(009) 
延宝

9
1681 11

月
15
日

1
 

1
 

1
 

新
御
法
度

い
ヶ
様
座
候等
之
儀

御
共

49 遠敷
武
田
小
太
夫

ω117(003) 
天
和
元

1681 12
月25B

1
 

1
 

l
 
l
 

如出何来様仕候之儀共

50 
敦賀

沢
本
弥
太
夫

01080 
天和

2
1682 12

月15
日

1
 

l
 

l
 
1
 

1
 

如御何座様候之共
義

51 
遠敷

常
高

寺
520 

天和
3
1683 6 月

13
日

1
 

l
 

1
 
l
 

1
 

其外御如座何{民様共
之
義

52 
三方

宇
波
西
神
社

00410(005) 
貞享

4
1687 E

月18
日

1
 

l
 

1
 
l
 

如
何
様
之
儀

53 
大飯

村
松
喜
太
夫
∞
375(001) 

元
禄
元

1688 12
月初日

1
 

1
 

1
 
1
 

如
何
様
之
義

54 
大飯

村
松
喜
太
夫
∞
375(002) 

元
禄
2
1689 2 月

21
日

1
 

1
 
1
 

1
 

い
か
様
之
事

55 
三方

字
波
西
神
社

00411 (∞
3) 

元
禄
2
1689 12

月
15
日

1
 

l
 

1
 
1
 

如
何
様
之
義

56 
遠敷

芝
田
喜
左
衛
門
∞
264(001) 

元
禄
3
1690 12

月
4日

l
 

l
 

1
 
1
 

如御何座様候之共
義

57 
三方

字
波
西
神
社

00411 (005) 
元
禄
4
1691 12

月
8日

1
 

1
 

1
 
1
 

如
何
様
之
義

58 
三方

宇
波
西
神
社

00409(0ω) 
元禄

10
1697 12

月3日
l
 

l
 
1
 

l
 
1
 

如
何
様
之
義

59 
三方

宇
波
西
神
社

00410(004) 
元
禄
10
1697 12

月3日
l
 

1
 

1
 
1
 

知
何
様
之
義
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ll) 
ll) 

番号60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

郡名
家

名
文
書
番
号

和
暦

売
買

種
類

西
暦

日
付

永
代
売
売
渡
本
物
撤
年
季
売
そ
の
他

回

三方
宇
波
西
神
社

00410 (ω3) 
元禄

10
1697 12

月初日
l
 

三方
宇
波
西
神
社

00338 (ω1) 
元
禄

11
1698 12

月四日
1
 

三方
宇
波
西
神
社

00411 (∞
4) 

元
禄
12
1699 

四月加日
l
 

三方
宇
波
西
神
社

00358(003) 
元
禄
14
1701 

2月お日
l
 

三方
宇
波
西
神
社

00411 (ω2) 
元
禄
14
1701 

12
月四日

1
 

三方
宇
波
西
神
社

004ω(∞
5) 

元
禄
14
1701 

12
月羽目

1
 

三方
宇
波
西
神
社

00411 (006) 
元
禄
14
1701 12

月27B
1
 

三方
字
波
西
神
社

179 
元
禄
15
1702 12

月
3
日

l
 

三方
宇
波
西
神
社

00409(003) 
元
禄
15
1702 12

月
8
日

l
 

三方
宇
波
西
神
社

00338(003) 
宝
永
元

1704 12
月16

日
l
 

三方
字
波
西
神
社

ω358(001) 
宝永

3
1706 11

月お日
1
 

三方
宇
波
西
神
社
∞
358(004) 

宝
永
3
1706 11

月
刷

l
 

遠敷
武
田
小
太
夫
∞ll7

(013) 
宝
永
3
1706 12

月
13
日

永
代
渡

遠敷
武
田
小
太
夫
∞ll7

(014) 
宝永

3
1706 12

月
13
日

l
 

遠敷
斎

藤
篤

造
29 

宝永
4
1707 

11月U
日

1
 

遠敷
武
田
小
太
夫
∞ll7

(015) 
宝永

4
1707 12

月初日
永代質流

三方
大

音
正

和
695 

宝
永
5
1708 10

月
7
日

l
 

遠敷
龍

泉
寺

9
 

宝
永
5
1708 12

月初日
l
 

遠敷
龍

泉
寺

10 
宝永

5
1708 12

月初日
1
 

遠敷
龍

泉
寺

11 
宝永

5
1708 12

月20B
1
 

盛iì~
*
侭
巡
回
・
事
費
1E

因
説

照
憶

Li4ヰ
士
I
'
-
(
d
題
古
話
回
送
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欄
轡
主
主
体
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売
物

種
類

徳
政

担
保

文
言

種
類

畑
山

屋
敷

そ
の
他

徳
政

国替
地頭替

代官替
知行替

所
替

大乱/目
検
地

そ
の
他

備
考

1
 

1
 
1
 

知
何
様
之
義

1
 

1
 
1
 

い
ケ
様
之
義

1
 

1
 
1
 

い
か
様
之
儀

l
 

1
 
1
 

い
か
様
之
儀

l
 

1
 
1
 

い
か
様
之
儀

l
 

1
 
1
 

如
何
様
之
儀

l
 

l
 
l
 

如
何
様
之
儀

1
 

l
 
1
 

い
か
様
之
義

l
 

1
 
1
 

い
か
様
之
義

1
 

l
 
1
 

い
ケ
様
之
義

1
 

l
 
l
 

い
か
様
之
義

1
 
1
 

l
 

1
 
1
 

如
何
様
之
儀

1
 

1
 
1
 

い出来か様仕候之義共

1
 

1
 
1
 

い出来か様仕候之義共

1
 

1
 
1
 

如出何来様候之共
義

1
 

1
 
1
 

出如来何仕様候之と義
も

田畑手形
l
 
l
 

如
何
様
之
義

l
 

1
 
1
 

其
外
出
如
来
何
仕
様
共
之
儀

1
 

1
 
1
 

其外出如来何仕様候之共
義
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如
来
何
什
様
候
之
其
儀
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c.o L
O
 

4何
者
型
皇
室
刊
宮
駅

同
十
唱
。

1
nドフ

香
郡

家
名

文
書
番
号

和
暦

西
暦

日
付

号
名

80 
三方

熊
谷
平
兵
衛

23 
正
徳
3
l7l3

 12月11
日

81 
大飯

村
松
喜
太
夫

845 
享
保
4
l7l9

 12月初日

82 
遠敷

清
水
三
郎
右
衛
門

137 
享
保
8
1723 12

月17
日

83 
三方

字
波
西
神
社

00
4ll (009) 

享
保
11
1726 日月

8
日

84 
三方

武
長
宗
兵
衛

137 
享
保
14
1729 12

月初日

85 
三方

江
村
伊
平
治

00045(008) 
享保

17
1732 12

月16
日

86 
遠敷

大
橋
脇
左
衛
門

188 
享
保
17
1732 

3
 

~25日

87 
遠敷

大
橋
脇
左
衛
門

189 
享
保
17
1732 自

5~28B

88 
遠敷

武
田
小
太
夫

ω117(021) 
享
保
17
1732 12

月2
日

89 
遠敷

武
田
小
太
夫
∞
117(022) 

享
保
18
1733 12

月回目

90 
遠敷

武
田
小
太
夫
∞
117(023) 

享保
19
1734 12

月回目

91 
遠敷

清
水
三
郎
右
衛
門

136 
享保

20
1735 12

月228

92 
遠敷

清
水
三
郎
右
衛
門

138 
享
保
20
1735 ロ月見日

主
仁
』ヨ

言十

文
書

番
号

は
福

井
県

文
書

館
の

家
別

丈
書

番
号
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売
売
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本
腕
目
年
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の
他
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1
 

l
 

1
 

l
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

l
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

l
 

1
 

1
 

1
 

l
 

l
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2
 
2
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56 
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物

種
類
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政

担
保

文
言
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類

畑
山

屋敷
そ
の
他

徳
政

国替
地頭替

代官替
知行替

所替
*&/目

検地
そ
の
他

備
考

1
 

1
 
1
 

い
ケ
様
之
義

l
 
l
 

何
様
之
儀

l
 
l
 

其
外
出
い
か
様
候
之
義

来
仕

共

l
 
1
 

い
か
様
之
義

1
 

新
御
法
度

如何新様法
之

l
 
l
 

如御何座様侯之共
義

1
 

I
 
1
 

如何敷様儀
之

六
ヶ

出
来

1
 
1
 

出何来様仕之候儀
共

1
 
1
 

い来か仕様候之共儀

l
 
l
 

い出来か様仕候之儀共

1
 
l
 

其外出如来何仕様候之共
義

1
 
1
 

如出何来様仕侯之義共

32 
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82 
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2
 
11 

10 
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