
論

説

江
戸
時
代
の
隠
居
と
隠
居
分
家

川

鍋

定

男

255

目

次

は

じ

め

に

一

隠
居
と
隠
居
分
家
慣
行

二

赤
田
村
住
民
の
系
譜
と
隠
居
分
家

三

近
世
前
期
、
山
田
村
の
隠
居
事
例

四

享
保
期

の
隠
居
分
家

む

す

び

に

は

じ

め

に

隠
居
は
ふ

つ
.つ
、
箭

に
次

の
世
代

に
家
督

や
家
産
を
譲

り
、
別
生
活
す

る
こ
と
を

い
う
が
・

そ
の
場
合
・
自
分

の
生
活

で
き
る
分

の

土
地
を
持

.
て
別
棟

に
隠
居
す
る
場
△
口
と
、
別
棟
が
な

い
場
合

は
同
じ
家

の
な
か

の
特
定

の
部
屋

に
騰

し
た
り
・
あ
る
い
は
ま
た

蒔

の
家

の
な
か
を
窃

。
て
、
別
竈

で
生
活
す
る
▼し
と
も
あ

・
た
。
明
治
民
法

の
も

と

で
は
、
隠
居
は
呈

が
生
存
中

に
そ
の
地
位
を
退
き
・
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家
督
を
長
男

に
譲

る
こ
と
を
意
味
し
た
。

隠
居

に

つ
い
て
大
間
知
篤
三
氏

は
・
地
域

に
よ

っ
て
は
長
男
が
結
婚

し
て
嫁
を
迎

え
る
路削
後

に
、
親
が
、呈

権
を
譲

.
て
隠
居
し
、
別

世
帯

の
生
活

に
入

る
翼

し
が
髪

そ
し

て
、
父
子

、
岱

夫
婦
が
婚
舎

雰

か
ち
、
世
帯
を
分
か

つ
と

い
。つ
生
活
原
則
が
隠
居

の
直

　
ユ

　

接
的
動
機
と
な

っ
て
い
た

の
で
な

い
か
と
指
摘
し

て
い
る
。

隠
居
慣
行

は
・
地
域

に
よ

っ
て
種

々
の
形
態
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
隠
居
分
家

の
慣
行
は
、
長
男

が
結
婚
す
る
と
長
男
夫
婦

に
本
家

と

田
畑
雰

割
し

て
渡
し
・
親
は
次
男
以
下
蓮

れ

て
新

た
に
建

て
た
別
棟

に
隠
居
す
る
}、
と
を

い
・つ
.

そ
し

て
ま
た
、
次
崇

結
婚
す

る

と
・

次
男

夫

婦

に
そ

の
家

と
土

地

を
分

け

て
渡

し
、

親

は

三
男

以
下

を
連

れ

て
ま
た
同

じ

よ

・つ
に
別
棟

に
隠

居
す

る
.

}」
,つ
し

て
最

後

の

李

ま

で
隠
居
分
家
を
繰

り
返
す

の
を
完
全
隠
居
分
家

と
い
い
、
長
男

や
次
男
あ
た
り
で
分
家
を
中
止
し
、
一.勇

以
ド

は
養
子
や
出
稼
ぎ

に
出
し

て
し
ま
う

の
を
歪

全
隠
居
分
家
と

い
う
.
こ
う
し
た
隠
雰

家

の
場
A
口
、
親

の
面
倒

は
必
然
的

に
李

塗

る
場
A
口
が
多

い
が
、

地
域

に
よ

っ
て
は
親

が
働

け
努

な
る
と
、
最
後

は
長
男

の
も
と

へ
戻

っ
て
面
倒
を
み
て
も
・り
.つ
と
}し
ろ
も
あ

っ
た
.

こ
う
し
た
隠
雰

家

の
慣
行

に

つ
い
て
は
・
民
俗
学

の
分
野

で
研
究
が
進

め
・り
れ
て
き

た
が
、
と
り
わ
け
笛

日
民

に
よ

.
て
精
力

的

に
研
究
が
進
あ
ら
れ
・

日
本
各
地

の
隠
居
慣
行

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

て
い
る
.
竹
田

日
民

の
研
究

に
よ
る
と
、
隠
居
分
家

の
慣
行

は
・
九
州
北
部
や
南
部
・
瀬
戸
内
海

の
中
西
部
島

々
と
そ
の
周
辺
沿
海
部
、
さ

り
に
は
紀
伊
半
島
南
部
と
士
心
摩
地
方
、
伊

壁
諸
島
な
ど
に

広
く
分
布

し
・
害

本
地
域

で
は
・
長
野

山
梨

・
静
岡

薪

潟

・
驚

・
茨
城

.
福
島
県

な
ど

に
も
分
布
し

て
お
り
、

そ
れ
.り
の
地
域

　
ヨ

プ

で
の
隠
居
分
家
慣
行

の
特
徴

が
明
ら
か

に
さ
れ

て
き

て
い
る
。

歴
史
学

の
分
野

で
は
・
江
戸
時
代

の
餐

家
族
や
相
続
問
題
雰

析
さ
れ
た
大
竹
秀
畏

に
よ

.
て
、
摂
州
武
庫
郡
ヒ
瓦
林
村
や
同
州

西
成
郡
大
道
村

な
ど

で
・
近
世
前
期

に
裂

隠
居
が
行
わ
れ
て
い
た
}、
と
が
明
・り
か

に
鱗

、

そ
の
時
期
、
そ
う
し
た
隠
居
制
を
介
し

て

分
家

(隠
雰

家
)
が
創
設
さ
れ
、
村

の
家
数
が
増
加

し
て
き
た

}、
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
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だ
が
、
江
戸
時
代

の
隠
居
や
隠
居
分
家

に
関
す

る
歴
史
的
な
鯖

や
腰

・
隠
居
分
家
慣
行

の
形
成

に

つ
い
て
・
研
究
が
進

あ
ら
れ

て

き
た
と
は
い
.え
な

い
.

そ
▼し
で
本
稿

は
、
近
世

の
地
方
文
書

の
な
か

に
散
見
さ
れ

て
隠
居

・
隠
雰

家
関
係
文
書
か
ら
・
近
世
前
期

の
村

落
形
成
期

に
お
け
る
隠
雰

家

の
実
態

や
分
家
創
設

の
盤

、
そ
し

て
、
江
戸
時
代
中
期

の
隠
居
分
家
爾

の
検
討
を
通
し

て
・
そ
の
後

の
隠
雰

家
慣
行

と
の
違

い
を
確
認
し
、
隠
居

隠

居
分
家
慣
行

の
形
成

に

つ
い
て
葦

の
考
察
と
予
測
を
述

べ
た

い
・

一

隠
居
と
隠
居
分
家
慣
行

関
東

地

方

の
蒋

を

調
査

し

て

い
る

と
、
各

地

で

「
イ

ン
キ

・
」

と

い
う
辱

の
家

に
し

ば

し
ば
出

会

う

Ψ」
と

が
あ

る
・

例

え
ば

・
埼

玉
県

北

部

の
児

玉
郡

壷

町

の
長
浜

地

区
久

保

に

「
イ

ン
キ

・
」

と

い
う
家

が

あ

る
・

こ

の
家

は
ま
蔭

号
を

「
森

下
」

と

も

い
う
.

こ

の
屋

口写
は
、

同
家

の
南

に
あ

る
神

社

の
境
内

木

が
森

の
よ
う

で
あ

.
た

こ
と
か

ら
、

そ

の
ド

に
あ

た
る
家

三

森
下

L

の
名

が
付

い
た

と

い

う

。

▼」
の

「
イ

ン
キ

.
」
と

い
わ

れ

る
家

は
集

落

の
南

西
部

あ

り
、

芳

本

家

は
集

落

の
北
東

部

あ

る
・
し

奈

っ
て
・
「

イ

ン
キ

ョ
」

と
本

家

の
距

離

は
多
少

離

れ

て
い
る

が
、

}」
の

7

ン
キ

・
L
家

に
は
、
延
宝

八

隻

↓
六
八

・
歪

早

合

を
會

と
す

る
位

牌

を

は
じ
め

難

蕪

耀
曇

欝
郷雛
難

擁

紅

棚麩

砒耀
鞍

先

祖

の
位

牌

を
持

っ
て
騨

分
家

し

た

▼」
と

か

・り
、

こ

の
家

に
占

い
位

牌

が
残

さ
れ

た
と
考

え
ら

れ

る
・

ま
た
・

同

県
川

。
震

で
は
・

親

が
長
男

に
家
督

を
譲

り
、

、
一、

三
男

を

つ
れ

て
分

家

す

る

こ
と
を

7

ン
キ

ョ
モ

チ
L

と
称

し

た

と

い
(犯
・

}」
の
よ
.つ
に
埼
責

内

で
も
膜

分
家

の
爾

が
確
認

さ
れ
る
が
、
近
世

の

「
宗
門
人
別
改
帳
」
か
ら
も
・
そ
の
こ
と
は
確
認

で
き
る
・

そ
れ

は
、
「
イ

ン
キ

ョ
」
と
い
.つ
屋
口写
の
家

が
確
認
さ
れ
た
、
同
じ
壷

町
域

の
鷺

村

の
元
禄
⊥

笙

六
九
八
三

示
門
人
別
改
帳
L

陣 酬 臣叩【一噛剛
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の
な
か
で
確
認

で
蒙

そ
の
家
は
・
本
家
を
量

忠
左
禽

が
相
続
し
、
親
忠
右
衛
門

は
次
男
以
ド
を
連
れ

て
隠
居
し
た
と
考
.え
、り
れ

る
.

そ
れ

が

い

つ
で
あ

っ
た
か

わ
か

ら

な

い
が
・

・兀
禄

上

年

の
段
階

で
は
、

こ

の
隠

居
家

の

「
宗

門
帳

」
筆

頭

人

は
八
郎

兵
衛

三

四
歳

で
・
同
家

に
は
・
購

し
た
親
忠
右
禽

八
六
歳
と
筆
頭
人

の
兄
惣
兵
衛
夫
婦
と
そ
の
子
供
が
お
り
、

さ
ーり
に
非
血
縁

の
下
男
二
人

.
F

女

一
人

が

お

り
、

彼

ら

を
含

め

た
八

人

の
家

族
構

成

と

な

っ
て

い
る
。

芳

・
本
家
を
相
続
し
慈

左
衛
門
家

は
・
「
宗
門
帳
」
で
、
軒

前

に
鰻

さ
れ

て
お
り
、
そ
・つ
離
れ
て
い
な
か

.
た
}」
と
が
推
測
さ
れ

る
.

こ
の
本
家

の
家
縫

成
は
・
忠
左
衛
門
六

一
歳
と
そ

の
妻
四
九
歳
、

そ
れ

に
長
男
惣
右
衛
門
二
七
歳

と
そ
の
妻
.
6

歳
、
次
畢

右

衛
門

二
四
歳

・
娘

は

2

五
歳

の
六
人
家
族

で
あ

っ
た
.

こ
の
本
憲

左
衛
門
家

で
は
、

}、
の
時
す

で
に
長
男
惣
右
衛
門
は
嫁
を
迎

兄
て

い
た
が
・
親
は
ま
だ
隠
居
し
た
様
子
は
な
く
、
親
が
筆
頭
人
と
し

て

票

門
帳
L

に
登
録

さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
元
禄
土

年

の

票

門
帳
L

の
記
藝

ら
は
、

こ
の
村

で
隠
居
分
家
慣
行
が
支
配
的

で
あ

.
た
と
は
葦

り
れ
な

い
が
、
時

に
は
何

ん

ら
か

の
理
由

で
隠

居
分

家

し

豪

も
あ

っ
た

こ
と

が
確

認

で
き

る
.
隠

雰

家

に

つ
い
て
は
、

ブし
の
村

か
.り
そ
.つ
遠

く

は

な

い

上

州
高

薯

の
郡
奉

行

と

な

っ
た
大

石

久
敬

が
著

し
た

『
地
方

凡

例
録

』

に
も
、
「
、
一、
三
男

を

親
召

連
分

家

致

た

る
を
隠
居

と

.ム
」
と

あ

る

こ
と

か

ら
、

こ

の
地

域

に
隠

居

分
家

が
あ

っ
た

こ
と

は
う

か
が

わ

れ

る
。

と

こ
ろ
で
・
山
梨
県
南
都
留
郡

の
都
留
市
域

で
は
、
以
前

は
別
居
隠
居
が
多
み

り
れ
、
隠
居
屋
が
屋
敷
内

に
付
設
さ
れ

て
い
豪

が

多

く

あ

っ
た
と

い
う
・

ま

た
・
離

れ
た
所

に
隠
居

屋

が
施埠
ら

れ

た
例

も
あ

っ
た
.

だ

が

現
在

は
、

そ

の
隠

居
屋

が
残

さ
れ

て
い
る
家

は
き

わ
あ
て
稀

な
状
況
と
な

っ
て
い
る
・

ま
た
・
東
京
都
八
華

市
鑓
水

の
小
泉
家
住
宅
は
、
茅
葺
屋
根

の
母
屋

の
享

前

に
や
は
り
茅
葺

の

隠

居
屋

が
残

さ
れ

て
お

り
、

こ
の
地

域

の
隠

居

屋

の
あ

る
民
家

の
風

景
を

A
.
も
伝

え

て

い
る
。

山

梨

県
都

留
市

域

に
は
・
「
イ

ン
キ

ョ
」
「
ナ
カ
イ

ン
キ

ョ
」
=

シ
ノ
イ

ン
キ

ョ
L
「
シ

モ
ノ
イ

ン
キ

ョ
」
「
ヤ

ソ
ノ
イ

ン
キ

ョ
」
な

と
と

呼
ば
れ

て
い
る
家
が
各
大
字

に
数
軒

か
ら
四
・
五
軒

み
・襲

.

こ
う
し
た
屋
号

は
、

は
じ
め
本
家
と
隠
居
分
家
と

の
間

で
呼
び
あ

.
て
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い
た
名
称

で
あ

る
が

、
そ

の
家

が
村

内

で
有

力

な
家

籔

、
あ

・
た
場
合

に
は
、
7

ン
キ

ョ
L
と

い
う
名

称

が
村
全

体

に
通

ず

る
も

の
と

し

て
固
芒

、

屋

口与
化

し

た
も

の
と
考

凡
・り
れ

る
.

こ
う
し

た

7

ン
キ

ョ
L

と

い
う

屋
・み

家

が
・

い

つ
罐

居
分
家

し
た

か
わ

か
ら

な

へ

ぐ
エ

へ

し
カ

そ

の
な
か

に
は
江

戸
時

代
中

期

ま

で
遡

る
家

も

あ

る
。

ま
た
、

同

県
南

都
留

郡

刃
心
野
村

で
は

「
タ

}ア
イ

ン
キ

・
」

と

・ム
わ
れ

る
隠

居
分

家

が
あ

っ
た
・

こ
れ

は
・
姑

も
ま

だ
若

く
・

嫁

と
も

ど

も
子
を
産

む
と
い
.つ
よ
,つ
な
、
親
も
ξ

働
き
盛

り

の
場
合
、
親
が
{

全
部
裂

連
れ

て
分
家
す

る
こ
と
を
萱

た
と
い
う
・

こ
の
場

A
口
、
L
地

を
肖
雰

に
し

て
分

家

し

た
と

い
・つ
.

こ

の
場
合

で
も

、
親

が
死

ね
ば
菱

は
か
な

ら

ず

芽

ヤ

(大
家

激

家
)
か

ら
出

し
、

供
養
も
本
家

で
す

る
.
し
か
し
、
祖
先

の
纏

そ
の
他

の
廷
臼き
も

の

切

を
隠
居

の
親

が
持

ち
出
す

こ
と
が
か
な
り
あ
り
・
そ
の
た
め
本

分
家

の
争

い
も
と
き
ぎ

起

Ψし
っ
た
と
い
・つ
.
隠
居

の
系
譜
を
引

-
家

に
中
世
誉

が
残

さ
れ

て
い
る
例

が
都
留
肉

に
も

み
ら
れ
る

が

、

そ
れ

は
、

そ
・つ
し

た
慣

行

に
基

づ

い
た

こ
と

に
よ
る

の
か

も
知

れ

な
(則
・

静
岡
県
御
殿
場
震

で
は
、
屠

隠
居
琵

較
的
多
か

っ
奈

、
別
棟

へ
の
別
巖

居
も
あ
り
・
そ
の
場
合

に
は
・

シ
ン
シ

護

り
の

あ
と
、

イ

ン
キ

.
メ
ン

(謄

免
)
と
称
し

て
何
が
し
か
の
婦

を
持

っ
て

出

る
.

そ
の
場
合
・
昔
か
ら
米

δ

俵
と
れ
る
土
地

(約
二
反

難

磐

婦

つ鰐

魏

繕

た
と
い
ー

、
の
別
居
隠
居
の
場
、只
隠
居
が
死
L
す
る
ζ

そ
の
ー

キ
・
ー

の
土
地
は
本
家

以
上
、
漿

県
北
部

.
山
梨
県
南
東
部

.
静
岡
県
東
部

の
購

に

つ
い
て
み
奈

、
隠
居
は

ふ

つ
う
・
箭

に
次

の
世
代

に
家
督

や
家

産
を
譲

り
、
別
生
活
を
送

る
ワ」
と
を

い
・つ
.

そ
の
場
A
口
、
別
棟

に
隠
居
す
る
場
倉

あ
り
・
ま
た
別
棟
が
な

い
場
A
鶯
は
・
同
豪

の
な
か

の
特
定

の
部
屋

で
隠
居
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、

一
軒

の
家

の
な
か
を
仕
望

て
、
別
竈

で
購

す
る

こ
と
も
あ

っ
た
・
腰

が
生
活

で
き
る
分

の
遍

(隠
垣

を
持

.
て
隠
居
す
る
場
合
と
、
そ
う
し
た
隠
居
免

の
施

を
持

套

い
で
隠
居
す
る
場
合
と
が
あ

っ
奈

・

そ
れ

は
、

そ
の
家

の
経
済
状
態

や
隠
居
理
巾

に
規
定

さ
れ

て
い
た

の
で
あ
ろ

う
。
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例
え
ば
・
先

の
埼
責

北
部

の
武
州
賀
美
郡
真
下
村

の
名
韮

二
右
衛
門
家

の
場
A
口
は
、
文
化
七
笙

八

一
。
)
に
稀

右
衛
門
が
隠
居

し
た
が
・
そ

の
時
隠
居

へ
渡

さ
れ
た
土
地

の
面
積

は
、
屋
敷
二
筆

反

三

歩
、
田
.
筆

区

畝

二
四
歩
、

そ
れ

に
畑
二
七
筆

町
九

反
五
畝
三
歩
と
山
畑
七
整

歩

で
あ

っ
た
・

ザし
れ
を
合
計
す
る
と
、
所

、
反

四
畝

三

歩
と
な
り
、
か
な
り
大
き
な
土
地

が
隠
居
仲
右
衛

門

へ
婆

れ
た

こ
と

に
舞

し
か
し
・
こ
の
土
地
す

べ
て
を
隠
居
が
耕
作

し
た
わ
け
で
は
な
-
、
ほ
と
ん
ど
の
土
地
は
小
作

に
出
さ
れ
、

隠

居

が

n
分

で
手

作

り
し

乍

地

は
わ

ず
か

に

一
反
九

畝

歩

で
し

か

な
か

.
た
.

し

た
が

・
て
、

サ、
の
場

A
口
、

小
作

料
収

入

が
隠

居

の
生

活
費

に
あ
て
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
・
隠
居
磐

衛
門

は
、

い
わ
ば
楽
隠
居

の
生
活
が

で
き
た
で
あ
ろ
3

、
の
隠
居

の
家
を
、
そ
の
後

エ

へ

　

二

、

一・一男

が

相

続

し

た

か

ど

う

か

は

わ

カ

ら

な

、

と
も

か

く
隠

居
す

る
時

に
は
・
瞬

の
生

活
費

と
し

て
、
「
隠

居
免

」
と
称

し

て
数

枚

の
田
畑

が
隠

居

に
付

け

・り
れ
、
そ
れ

に
よ

っ
て
隠

居

夫

婦

は
別
竈

で
生

活

を

し
・

そ

し

て
、

そ

の
隠

居

が
芒

す

る
と
、

そ

の
田
畑

は
本

家

に
戻

さ

れ

る

の
が
習

わ
し

と
な

.
て
い
た

と

甲」

彫
緊

齢

纏

難

壇戴

羅

蠣

湘鍵

則緯

ボ舖

合

は
・
先

に
み

た

よ
う

に
・
隠
居

が
死

ね
ば
葬

式

は
か
な

ら

ず

オ
オ

ヤ

(本
家
)
か

・り
出

し
、
供
養

も
本

家

で
す

る

と

い
.つ
ξ

」
う
も

あ

っ

た

む
い
ず
れ
に
し

て
も
隠
居

に
よ
る
相
続

は
、
家
督

家

産

の
箭

濃

に
あ
た
る
が
、
そ
れ
は
、

そ
れ

に
鮪

て

豪

L
若
返
り
を
期
待

し
・

豪

L

の
繁
栄
を

恵

推
進
し
よ
う
と
し
た
、

種

の
康

の
期
待
が
そ

サし
に
は
・つ
か
が
わ
れ
る
と

い
.つ
。

二

赤
田
村
住
民
の
系
譜
と
隠
居
分
家

つ
ぎ

に
・
近
世
前
期

に
お

い
て
:

三
男
雰

家
す
る
よ
り
も
、
隠
居
分
家
が
支
配
的

で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
同
族
団

の
家
数
を
増
や
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し

て
き
た
濁

が
確
認
さ
れ

る
。

そ
れ
は
、
相
州
足
柄
上
郡
赤
田
村

(禦

川
県
大
蒔

)
の
家

々
の
系
譜
を
記
し
た
文
書
か
ら
明
ら
か
と

蕎

解

欄
擁

鞘

鞠

、家
L
が
寛
文
卜
一、一年

(
π
.
七
.、ま

で
に
、
ど
の
様
な
系
鐡旧
を
た
ど
・
て
き
た
か
垂

そ
れ

に

よ

る
と

、
寛

文
卜

.、.年

段

階

で
、

村
内

で

蕃

大

き
な

伺
族

団

は
武

松
姓

で
、

こ
の
同
族

団

が

δ

軒

姦

え
・

村
内

で
最

大

の
同

族

団

を
形
成

し

て
い
た
.

そ
れ

に
続

-

の
が

北
村

姓

の
轟

と
、

同
じ

別
系

統

の
北

村
姓

の
三
軒

で
あ

っ
た
・

こ

の
外
・

}」
の
村

に

は
、
出

.
楢
木

.
松

原

.

.夏
苅

(、
、系
統
)
姓

が
各

.
蒔

、
さ

ら

に
別

系
統

の
夏
苅

竺

軒

・
そ

れ

に
姓

の
鰻

の
な

い
源

兵
衛

を
皆

と
す

喬

族

四
軒

が

あ

り
、

ま

た
同
様

に
姓

が
な

い
次

郎
右

衛

門
を
出

自

と
す

る
家

.
軒

が

あ

っ
た
・

な

お
・

こ
の
外

に
掻

で
存

在

し

て

い

た
家

が

、κ

軒

あ

っ
た

。

}、
の
よ

.つ
に
、

寛
文

期

の
段

階

で
は
、
村

内

に
人

き

な
勢

力

を
張

・
た
と

み

ら
れ

る
武
松

姓

と

北
村

姓
・

そ
れ

に
夏

苅

姓

の
同
族

票

確

認

さ
れ

る
が
、
北

村
姓

や
夏

苅

姓

は
、

そ
れ

ぞ
れ

.
一系

統
、

三
系
統

に
分

か
れ

て
い
た
。

北

村

姓

の

素

統

は
、
「
長
寛

元

笑

蕎

姓

」
と
あ

り
、
も

う

万

の
北

村
姓

は

「
長
寛

元
年

曽
我

百
姓

」
と
あ

る
・

そ
れ

ぞ
れ
長
寛

.兀
年

(
=

六
、..)
に
大
井

.
曲
日
我

か

・り
,」
の
地

に
来

た
蓼

あ

る
と
し

て
い
る
。

こ
の

こ
と
か

ら
考

え

る
と
・
北
村

姓

は
も
と

も
と
村

に

来

た

ル
↓

霞

に
し

て
い
た

り」
と

が
わ

か

る
.

そ
れ

に
よ

っ
て
同
姓

で
も

.
素

統

の
同
族

団

を

形
成

し

て
い
た
・

ま

た
・
村

内

最
大

の

同
族

団

で
あ

.
た
武
松

姓

の
先

祖

は
、
「
、兀
来

鎌
倉

住

△

と
あ

り
、
そ
し

て
、
永

治

・輩

(
二

聖

に
当

地

に
来

住

し

た
と
伝

え

て
い

る
。

▼」
の
北

村

.
武

松

の

二
鮭

、系
統

の
同

族

団

が
生

活

し

て

い
た

こ

の
村

へ
、
戦

国

未

か

ら

近

世
初

期

に
か
け

て
来

往

し

た
多

く

の

人

々
が

い
た
。
彼

ら

の
来

住
、

百

姓
成

り
甑

ち

へ
の
経

緯

を

つ
ぎ

に
み

て

い

こ
う
。

夏
苅
姓

の
.
渡

、
芒

家
と
市
兵
衛
家

で
、
▼」
の
う
ち
巷

は
、
歪

瓦
箕

五
圭

に
甲
州
か
ら
武
松
与
惣
左
衛
門
家

に
来

て

働

い

て
い

た
が
、

百

姓

に
成

る

}」
と

を
頼

み
、

そ
れ

が
認

め

ら
れ
、

南
山

の
地

姦

い
婆

れ

て
n
立

し
た
者

で
あ

っ
た
・

そ

の
後

の
天
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平

八
年

(
匠

九
。
)
の
検
地

で
は
・
屋
敷

蔽

.
6

歩

と
田
璽

反
九
畝

天

歩
を
所
持
す
る
百
姓
と
な

.
て
い
た
.
そ
し

て
、

}」
の

甚
ヒ
は
・
寛
永
元
笙

杢

四
)
に
次
男
市
丘
ハ衛
を
連
れ
て
隠
居
分
家
し
て
い
る
.
そ

の
隠
居
分
家

の
土
地

は
、
同
大

隻

張

四

一
)

時
点

で
は
・
屋
敷

畝

二

歩
と
L
畑
二
畝
L
ハ
歩
を
所
持
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
寛
峯

、二
隻

エ
ハ
七
.這

な
る
と
、
反
別
を
四

反

二
畝

一
四
歩

に
増

や
し

、
屋

敷

飯

、
天

歩

を
所

持

す

る
.肖
姓

と
な

っ
て
い
た
。

も
う

素

統

の
夏
苅
姓

は
・
天
正
大

年

⊃

発

匂
)
に
、
や
は
り
甲
州
か

り
来

た
白
楽

(讐

の
宗
宅

で
、
宗
宅

は
早

九
年
、
畑

八
反
八
畝

二
九
歩

の
ヒ
地
を
開
き
・
屋
敷

。畝

四
歩
を
所
持
す
る
庭

と
な

.
て
い
た
.
宗
宅

の
子
与
右
衛
門

は
、
分
家
し

て
博
労
を
続

け
た
が
・
寛
永
人

年

父

巴

に
は
屋
敷
四
畝

一
歩
と
畑
九
畝

西

歩
を
所
持

し
て
い
た
。
}」
・つ
し

て
甲
州
か

り
来
た
博
労
宗
宅

は
、

寛

文

レ

三
年

(
天

ヒ
じ

に
は
、

本

家

を
権
太

郎

が
相

続

し
、

与
右

衛

門

が
分
家

し

て
、
軒

と

な

っ
て

い
た
。

残

る

素

統

の
夏
苅
姓

は
・
歪

四
年

へ
左

七
六
)
に
、
や
は
り
甲
州
か
・り
来

た
浪
人

で
、
先

の
甚
七
家

の
屋
敷
添

い
を
買

い
求
め
百

姓
と
な
り
・
夏
苅
善
左
禽

と
称
し
て
い
た
.
こ
の
善
左
禽

は
、
歪

克

笙

五
九

一
)
に
は
、
屋
敷
三
畝

天

歩
と
田
畑
八
区

二

畝
六
歩
を
所
持
し

て
い
た
が
・
寛
文
レ
三
年

に
は
、
田
鯉

区

.畝

余
、
山
璽

反

三
畝
余
、
屋
敷

、酪

歩

を
所
持
し

て
お
り
、
多
少

田

畑

を
減
少

さ
せ

て
い
る
。

こ

の
よ

う

に
・

甲
州

か

ら
来

た
甚

ヒ

・
浪

人

益
目左

衛
門

博
労

宗

宅

な
ど

が
夏
魏

を

名
乗

.
て
い
る
が
、

}」
の
内

の

豪

、

善

左
衛

門

家

は
・
芒

家

の
隣

に
居

を
求

め

て
お

り
、

同

吊

州

の
出

身
者

で
あ

る
甚

ヒ

と

の
縁

故

を
頼

.
て
、
赤

田
村

へ
や

.
て
来

た

サし
と

は

ト
分

に
考
え
ら
れ
る
・

そ
し
て
・

そ
の
最
初

に
来
た
甲
州
出
身

の
甚
ヒ
は
、
出
身
地

の
地
名
か

り
夏
苅
を
姓
と
し
た
の
で
な
い
か
と
推
測

さ
れ

る
・

そ

の
推
測

歪

し
け

れ
ば

・
夏

苅

(狩
)
の
地

名

は
、

甲

州
都

留

郡

(都
留
市
)

に
あ

り
、

そ

}」
か

り
}」
の
相
州

足
柄

上
郡

赤

田

村

へ
や

っ
て
来

た
者

で
あ

っ
た
と
考

え

ら
れ

る
。

そ
れ

は
と

も

か
く
・
近

世
初

期

に
は
・

こ
の
村

に
や

っ
て
来

て
定

住

し

た
者

は
外

に
も

い
た
。

そ

の
な
か

に
は

「稟

よ

り

日
用

(傭
)
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取
、

百
竺

竪

L

と

い

つ
記
載

の
あ

る
市

右

禽

と
勘

右
禽

の

こ
家

が

あ

る
。

し
奈

っ
て
・

こ

の
二
家

は
・

は
じ

め

こ

の
村

に
日

傭

取

粟

て

い

て
、

そ

の
後

百
姓

と
な

.
豪

で
あ

る

こ
と

が
わ

か

る
。

ま
た
、

系

譜

に

天

井

村
商

人
・

甚

四
郎

分
買

百
姓

L

と

い
う

記
載

が
あ

る
源
兵

衛
家

が
あ

る
。

▼、
の
者

は
、
大

井
村

(近
村
)
の
商

人

で
あ

っ
た
が
、
茜

郎

分

(退
転
者
か
)
の
百
姓
株

を

買
取

っ
て
百

姓

と

な

っ
た
者

で
あ

る

}、
と

が
わ

か

る
.
さ

り
に
次

右
衛

門

は
、
出

村

(隣
村
)
の
庭

の
子

で
あ

っ
奈

・
「
当
村

へ
子
共

よ

り
奉
公

」

に
来

て
い

て
、
寛

、水
ご
.冥

∵
ハ
。
.六
)
に
四
郎
右

禽

分

の
屋

敷

を
買

い
、
畑

四
反

余

を
取

得

し

て
百
姓

と

な

っ
た
者

で
あ

る
・

そ
し

て

ま

た
、

源

右
衛

門

は

「
歪

年
中

助

次
郎

方

へ
来

」

て
い
た

が
、

ア

ノ
原

二
て
ド
畑

三
反
歩

を
開

L

い

て
・

百
姓

に
な

っ
た
者

で
あ

る
・

さ

.b
に
時

代

は

少

し

下

る

が

、
、兀
和

年

中

(
天

.
五
-

、
.一・、)
に

は
、
柳

川

(秦
野
市

)
よ

り
市

郎

衛

門

方

へ
妻

子

と
共

に
や

っ

て
来

て
・

そ

の
後

扉

と

な

っ
た
作

右

衛
門

が

い
た
。

そ
し

て
、
寛

永
年
史

一
六
・
、四
-
四
・..)

に
は
、
占

沢

よ

り
権

太

郎
方

へ
や

っ
て
来

て
い
た

市

助

も

、
土
地

を

取
得

し

て
百

姓

と
な

っ
た
者

で
あ

る
。

}」
の
よ
.つ
に
、

儲

取

り

や
奉
公

に
来

て
い

て
、

あ

る

い
は
よ

そ
か
ら

孝

と
共

に
や

っ
て
来

て
い
た

者

が
・

そ

の
後

退
転

人

の
屋
敷

や
土

地

を
買
得

し
た

り
、

未
墾

地

を
開

発

し

た

り
し

て
、百
姓

と

な

っ
た
家

が
、

こ
の
時

期

に
は
認

め

ら
れ

る
・

そ

う
し

た
家

々

に
は
・

ま

だ

姓

が
な

か

っ
た

よ

.つ
で
、

姓

が
記

さ
れ

て
い
な

い
。

こ
の

こ
と

は
、

江

.蒔

代

の
農

の
竺

學

)
を

考

え

る
上

で
も
興

味
深

い
・

}」
の
よ
,つ
に
、

相

州
足

柄
ヒ

郡

赤

用
村

で
は
、

中
世

か

・り
住

ん

で
い
た

三
系
統

の
同
族

団

と
、
戦

国
末

か
ら

近
世
初

期

に
種

々

の
か
た

ち

で

し
の
村

へ
や

っ
て
来
た
者
が
定
住

.
自
ど

て

蒙

斎

設
し
た

こ
と
が
わ
か

る
。

こ
う
し
矢

々

の
移
動

.
定
住
は
・
戦
国
末
か

、り
近

世
初

期

に
は
、
城

F

町

や
宿
場

で
は
当

然

た
く

さ

ん
み
ら

れ

た

が
、
各

地

の
村

々

に
お

い

て
も
多

々
み

ら
れ

た

こ
と

が
わ

か
る
・

埼
玉
県
北
部

の
神
流
川
A
口
戦
が
行
わ
れ
た
近
あ

村

で
は
、
中
世

の
ヒ
豪

の
嬢

跡

に
、
新
た
に
来
住
し
た
者
が
そ

こ
に
定
住

し
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ

つ
し
た
場
A
口
、
叢

も
中
世

の
墓
地
を
来
薯

が
使

っ
た
よ

う

で
あ
る
。
ま
た
・
甲
州
都
留
郡

の
小
山
畏

支

配
下

の
有
力
給
人
層
が
い
た
村

々
で
は
、
小
宙

氏

の
滅
亡
と
と
も

に
彼
ら
は
芒

し
、

そ
の
屋
敷
地
が
残

さ
れ
奈

・

そ
れ

は
近
世
初
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期

に
開
墾
さ
れ
て
畑
地
と
な

っ
た

こ
と
が
確
認

で
削
融
。
と
も
か
-
、
戦
果

か
・り
近
世
初
期

の
東
国

の
村

々
で
は
、
多
あ

人

々
の
移

動

と
定
住

が
み

ら

れ
、

そ

う
し

た
な

か

で
そ

の
後

、
近

世

の
村

が
形

成

さ
れ

て

い

っ
た
。

と

こ
ろ

で
・
赤

田
村

で

蕃

大

き

な
同

族
集

団

で
あ

る
武

松

姓

の
先

祖

は
、
「
.兀
来
鎌

倉

住
人

」
で
あ

.
た
と

伝

え

て
お

り
、
、水
治

元
年

(
一
」
四

)
に
当

村

に
来

住

し
・
保

兀
二
年

(
二

五
七
)
に
宮

を
律

し

た
と

あ

る
。

}」
・つ
し

た
系

譜
を

伝

え

る
武

松

藤

は
、
寛

辛

三
年

(
天

し

こ

時
点

で
二

〇
軒

の
同
族
団
を
形
成

し

て
い
た
が
、
そ
の
な
か

に
は
血
縁
分
家

で
な

い
非
血
縁

の
家
も
二
軒
A己
ま
れ

て

い
た
・
す
な
わ
ち
・
武
松
与
惣
左
衛
門

の

豪

内
L
と

い
う
身
分

で
あ

.
た
市
右
衛
門
は
、
天
正
年
中

(
五

七

、.-
九

一
)
に
畑

皮

七

歩

を
得

て
n

甑

し

た

が
・

こ
の
市

右

禽

も

武
松

姓

を
名

乗

り
、

武
松

辰

の

頁

で
あ

.
た
.

ま

た
同
様

に
嘉
兵

衛

は
、

武
松

与
惣

左

衛

門
家

か
ら
分

家

し

た
武

松
甚

卜

郎
家

の

豪

来

L
で
あ

っ
た
が
、
、兀
和

九

年

(
天

、
.一、.)
に
土

地

毒

三

軒
前

の
百

姓

に
自

立

し

た
。

こ

の
者

も

、

武

松

一
族

の

一
員

で
あ

っ
た

。

し

か

し
・

こ

の
・
軒

に
は
・

後

の
時

期

の
も

の
と
思

わ

れ

る
付

箋

が
貼

ら

れ

て
お

り
、

そ

の
付

箋

に

「
畿

」

.

尺

五
郎

L

の
名
前

が
記

さ
れ

て
い
る
・

こ
れ

は
・
後

の
あ

る
時
期

に
、
血

筋

を

異

に
す

る

・
軒

で
あ

る

こ
と
を

確

認
し

た
印

と
考

え

・り
れ

る
。
そ

の
確

認

は
、

畿

と
八

五
郎

と

い
う
名

前

の
時

代

で
あ

っ
た
が
、
そ

れ
が

い

つ
で
あ

っ
た

か
わ

か

,り
な

い
.
だ

が
、
ま
だ
寛

率

三
年

(
天

七
、.一)
時

点

で
は
・

そ
う

し

た
血
筋

を

異

に
す

る
家

来
納肋
の
家
も

、
同

族

団

の

頁

と

し

て
意

識

さ
れ

て
記
録

さ

れ

て

い
た
。

そ

し

て
、

}」
の
同
族

団

に

は
・

藤

の
管

理
す

る
地

蔵
堂

や
庵
、

寡

あ

り
、

そ
れ

ら

の
祭

祀

・
祭

礼

な

ど
を
通

じ

て
、

稼

り
が
強

く
結

び

つ
い
て

い
た

Ψし
と

は
想

像

に
難

く

な

い
。

こ
の

こ

軒
姦

え
る
武
松

辰

は
、
非
血
縁

の
二
軒
を
除

く
と
、
血
縁

の
同
族
団
は
八
軒

と
な
る
。

そ
の
八
軒

の
内
、
本
家
を
除
く

七
軒

の
系

譜

は
・

分
家

に
よ

っ
て
創

設

さ
れ

た
家

が

.
軒

、

隠

居
分

家

に
よ

.
て
創
設

さ
れ

た
家

が

四
軒
、

そ
し

三

軒

が
ち

ょ
.つ
ど

こ

の
記
録

が
作
成

さ
れ

た
年

に
隠

居

し

蒙

で
あ

っ
た
。

し

た

が

・
て
、

武
松

一
族

に
お
け

る
同
族

団

の
家

々
は
、

隠

居
分

家

に
よ

.
て
創
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設

さ

れ
た
家

が
多

か

っ
た

こ
と

が

わ
か

る
。

}し
.つ
し

た
隠
居

分
家

に
よ

る
同

族
団

の
増

加

は
、

村
内

第

.
征

の
勢

力

で
あ

っ
た
北
村

姓

の

藤

に
お

い

て
も
同

様

に
認

め

ら
れ

る
・

三
系
統

の
内
、

素

統

の
北
村

藤

は
轟

姦

え
奈

、

そ
の
内

一
軒

は
分
家

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
豪

で
あ

っ
た
が
・
ほ
か

の
三
軒

は
隠

居
分

家

に
よ

っ
て
創

設

さ
れ

た
家

で
あ

っ
た
。

▼」
.つ
し

た

}し
と

々

り
、

▼」
の
相

州
足
璽

郡
赤

田
村

で
は
、

戦
国

末

か

ら
近

世
前
期

に
か

け

て
、
隠

居

分
家

に
よ

る
分

家
慣

行

が
支

配

的

で
あ

.
な

し
と
が

わ
か

る
。

そ
し

て
、

そ
う
し

た
隠

居
分

家

と
、

僅

か

の
次

男

の
分

家

に
よ

っ
て
村
内

の
同
族

団

が
形
成

さ
れ
・

そ
れ

が
ま
た
村

の
家
数
を
増
加

さ
せ
た
。
な
お
、
村

の
家
数
増
加
と
い
う
点

で
は
、
す

で
に
み
た
よ

う
に
・
戦
国
末
か
ら
近
世
初
期

に
他
国

や

周
辺
地
域

か
ら
や

っ
て
来
た
来
住
者

の
定
住
と
、
彼
ら

の
百
姓

へ
の
自
立
な
ど

に
よ
る
と

こ
ろ
も
大
き
か

っ
た
。

三

近

世

前

期

、

山

田
村

の
隠

居
事

例

新
た
な
家

の
創
設

は
、
隠
居
分
家

に
よ
る

▼」
と
が
帯

前
期

に
は
支
配
的

で
あ

っ
た

こ
と
を
赤

田
村

で
確
認
し
奈

・

こ
こ
で
は
・
万

治
三
年

(
一
六
、ハ
。
)
の
相
州
足
柄
ヒ
郡
山
田
村

(黎

川
県
奔

町
)
の

豪

並
改
書
上

ケ
帳
L
よ

っ
て
・
当
時
・
村
内

に
隠
居
が
多

か

っ

た

こ
と
を
確

認

し

て

い

こ
う
。

筋

史
料

は
、
史
料
名

の
示
す

と
お
り
、
家
並
み
に
沿

っ
て
調
食

れ
た
も

の
で
、
そ

こ
に
は
、
次

の
よ
う
に
隠
居
が
書
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

一
家

組
頭

七
郎
右
衛
門

田
畑
弐
町
拾

五
歩

内
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い

ん

き

ょ

田
畑
五
。反
ヒ
畝
九
歩

家 家 家 家

田 田
七 八 内 畑 組
兵 反 弐 頭
衛 弐

畝
拾
弐
歩

町
七
反
弐
畝
卜
九
歩

田 田
久 久 六 内 畑
右 右 反 弐

壱
畝
弐
歩

の
ゴ
　
リ
ユ

ヵ　
　
　

一偉

印
I

P

じ
　

　
ユ

　

"偉

伊

い

ん

き

ょ

町
壱
反
四
畝
仕
四
歩

家 家

田
四
反

四
畝
拾
五
歩

ヒ
郎
右
衛
門

い
ん
き

ょ

(中

略
)

杢

右

衛

門

七 重 し

兵 兵

・
ー

・
一1

」

ノ

ー
偉

衛 衛 門

久 仁

右 左

衛 衛

門 門
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内
田
壱
反
九
畝
拾
六
歩

ソ」
▼」
に
は
、
隠
居
家
が
本
家

に
並
ん

で
記
載

さ
れ

て
い
る
が
、
最
初

の
七
郎
右
寓

家

の
場
合
・

こ
の
家

の
隠
居

に
は
田
禦

分

け
ら

れ

て
い
な

い
.
そ
し

て
、
次

の
久
右
衛
門
家

の
場
A
口
は
、
本
家
と
隠
居
と

の
間

に

「久
右
禽

門
」
と
し

て
・
久
右
禽

の
朧
百
竺

縫

農

)
七
右
禽

の
名

が
あ
り
、
そ

の
つ
ぎ

に
久
右
衛
門
隠
矯

兵
衛

の
名

が
妻

L
げ
ら
れ

て
い

る
・
}」
の
妻

方
か
ら
も
・
こ
の
史
料

は
、
久
右
衛
門

に
隷
属
し
た
腎

姓
と
隠
居
と

の
身
分
的
な
関
係

に
関
わ

り
努

、
家
並

に
沿

っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と

が
わ

か

る
。

つ
ぎ
の
組
頭
七
兵
婁

の
場
A
口
は
、
七
兵
禦

所
持
す
る
田
畑

・
↓町
七
反

、
亟

九
歩

と
な
ら

ん
で
・
隠
居
杢
右
衛
門
畠

畑
五
反
七

畝

九
歩

を

所
持

し

て

い
た

▽し
と
を

記
し

て

い
る
.

こ
の
よ
う

に
、

こ
の

豪

並

改
書

上

ケ
帳

L

に
は
・
土

地

を
持

っ
て
隠
居

し

た
者

と
・

土
地
を
持

た
な

い
で
隠
履

に
隠
居
し
た
者

と
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
.

そ
う
し
た
違

い
は
あ
る
が
・
両
者

と
も

に
腰

屋
は
・
本
家

の

屋
敷

地

内

や

そ

の
隣

接

地

に
あ

っ
た

}し
と

か

つ
か

が
わ

れ

る
。

隣

接

し

た
隠
居

屋

で
、

本
家

と

は
別

竈

の
生

活

が
行

わ
れ

て
い
た
・

こ

の

村

で
騨

は
、

五
。
軒
中

三

軒
が
認

め
・り
れ
、

そ
の

こ
、藪

う
ち
七
軒
が
土
地
を
持

た
な
い
隠
居

で
あ

っ
た
が
・
残

る
六
軒
が
土
地

を
所
持
し

て
隠
居
し
た
隠
居

で
あ

っ
た
。

▼」
}」
で
、
土
地
毒

っ
て
腰

し
た
者
と
、

そ

つ
で
な

い
者
と

の
違

い
は
、

こ
の

豪

護

壷

ケ
帳
L

の
謡

爾

か
、り
は
明
ら
か

と

な

、b
な

い
が

、

そ
れ

は
、

本
家

の
土

地

所

持

の
大

き

さ

に
左

右

さ

れ
た

も

の

で
は
な

い
よ
う

で
あ

る
・

そ
れ

が
普
通

の
隠

居

か
・

そ
れ

と
も

二
、
三
男
を
連

れ

て
の
い
わ
ゆ
る
腿

分
家
な
の
か
に
よ

・
て
、
そ
の
違

い
が
生

じ

て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
・
上
地
を
所
持
し

て
隠
居
し
た
腰

の
な
か

に
は
、
先

の
赤
田
村

の
爾

の
よ
う
に
、
そ
の
後

そ
の
隠
髪

が
杜
続

さ
れ
た
場
合

も
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
・
そ

,つ
し

た
経
緯

を
確

認
す

る

り」
と

は

で
き

な

い
が
、
近

世

前
期

の
畿

内

の
農

村

で
は
、

そ

う
し

た
経
緯

が

明

ら
か

に
さ
れ

て
い
る
・
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す
な

わ
ち

・
摂

州

武
庫

郡
上

瓦

林
村

で
は
、
万

治

.
乖

(
天

五
九
)
の

「
宗

門

帳
」

に

;

一、戸
、
寛

文

卜

三
年

(
天

ヒ
、.一)
の

「
宗

門

帳

」

に

一
九
戸

の

「
隠

居

」

が
確

認

さ

れ
る

と

い
・つ
.

そ

し

て
、

そ

の
隠

居

は
、

別
家

隠
居

の
型
態

を

と

.
た
も

の

で
、

役
家

を

享

に

ゆ
ず

っ
た
父

が

別

に

蒙

を

設
芒

た

も

の

で
あ

る
と

い
・つ
.

そ
し

て
、

そ

こ

に
は
、
隠

居
夫

婦

だ

け

の
別
家

も

あ

る
が
、

多

く

は
孟

を
帯

同

し

て
お

り
・
高

持
隠

居

に

は
例

外

な
-
本

家

相
続

人

以
外

の
男

子

が
同

行

さ
せ

り
れ

て
い
た

と

い
・つ
.

そ
し

て
、

ヲ」
の
村

で
は
、

そ
う
し
た
隠
居
別
家
が
生
前
処
分

に
よ
る
古同
請
地
分
割
を
と
も
な

っ
て
お
り
、
か
か
る
隠
居
製

介

し
て
分
家

(隠
雰

家
)
が
創
設
さ
れ

た
と

い
う
・

ま
た
・
摂
州
西
成
郡
大
道
村

に
も
類
似

の
相
続
慣
行

が
あ

っ
た
と

脳

.

以
上

の
よ
う
に
・
相
州
足
柄
上
郡

の
赤
田
村
や
出

村

の
爾

か
ら
、
東
国

で
も
近
世
前
期

に
は
、
隠
居
分
家

に
よ
る
分
家
創
設

の
方

が
支
配
的

で
、
ま
た
隠
居
が

一
般
的

に
展
開

し
て
い
た

こ
と
が
確
認

で
き

た
。

な
お
・

こ
れ
は
葉

期

の
事
例

で
は
あ
る
が
、
足
柄
上
郡
と
は
隣
接
し
た
駿
州
蟹

郡
山
之
尻
村

(蕎

県
鯉

場
市
)
で
は
、
安
政
五

年

(
天

五
八
)
に
隠
居
が
全
姦

の
三
割
を
占
め

て
い
た
と

樋

.

万

、
隠
居
分
家

の
慣
行
は
、
近
世
後
期

に
は
長
男

へ
の
轟

相
続

の

一
般
化
や
経
済
的
な
制
約

に
よ

っ
て
減
少
し
た
と
田
心
わ
れ
る
が
、
普
通

の
隠
居
慣
行
は
、
す

で
に

「
隠
居
と
隠
居
分
家
慣
行
」

で
み
た

よ
う
に
、
甲
州

や
武
州
な
ど

で
も
広
く
み
ら
れ
た
。

四

享

保

期

の
隠

居

分
家

江
戸
時
代
中
期

の
隠
畢

例
か
ら
・
こ
の
時
期

の
隠
居
分
家
が
、
ど

の
よ
う

に
土
地

や
家
馨

分
割
し
た
か
を
み
て
い
}」
.つ
.
そ
れ
は
、

甲
州
都
留
郡
川
棚
村

(都
留
市
)
の

譲

覚
証

文
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
事
例

で
は
、
刀
や
諸
道
具
、
篤

な
ど

の
分
割
も
明

り
か

と

な

り

へ

　
ハ　

　

い
　

川
棚
村

の
安

右
衛

門

は
・
享

保

二
+
年

(
モ

・
一五
)、
次

男

の
源
助

と

と

も

に
隠
居

す

る

▼」
と
を

決

め
、
兄
弟

そ

れ
ぞ

れ

に

譲

覚
L
と



279江 戸時代の隠居と隠居分家

い
.つ
証
文
を
渡
し
た
。
そ
の

護

覚
L
か
ら
、
隠
居
時

の
田
畑
分
割

の
状
況

を
知

る
こ
と
が

で
勲

・

親
安
右
衛
門

は
、
隠
居

に
あ
た
り
、
兄
治
左
衛
門
と
弟
源
助

へ

「
聲

護

し
奈

・
田
畑

・
嬢

の

譲

覚
」

は
・
弟
源
助
宛

の

も

の
し
か
残
さ
れ

て
い
な

い
。
そ
れ

は
、
親
客

禽

が
弟
源
助

と
隠
居
し
豪

に
、
そ
の

護

覚
L
が
伝
え
ら
れ

て
い
た

こ
と

に
よ

る
.

そ
れ
に
よ
る
と
、
弟
源
助

へ
は
、
畑
度

三

歩
と
田
六
畝

、
歩

、
そ
れ

に
柴
堕

ケ
所
と
兄
と
分
け
た
柴
山

の
二
分

一
・
嬢

三
畝

エ
ハ
歩
ー

」
の
嬢

地

は
嬢

と
す

る
予
定
地

で
、
ま
だ
家
が
建

っ
て
な

い
畑
地

で
あ

っ
た
ふ

譲
農

さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
・

こ
の

外
、
隠
居
す

る
親

に
は
、
隠
居
免
と
し

て
里

筆

畝

5

歩

と
畑
・
肇

巌

六
歩

が
付
属

さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
い
奈

・

こ
れ
ら

の

田
畑

に
は
、
親

の
死
後

の
取
扱

い
方

に

つ
い
て
の
但

し
靴
・
き
が
付

さ
れ

て
い
た
.

そ
れ
に
よ
る
と
・
隠
居
免

の
畑

二
筆

は
・
各

々

一雰

に
割

り
、
兄
弟

そ
れ
ぞ
れ
に
渡
す
が
、
隠
居
免

の
里

筆

畝

δ

歩

は
、
兄
治
左
衛

門

へ
の
み
遣
わ
す
と
し
て
い
る
・
し
た
が

っ
て
、

}」
の
田

の
分
が
、
本
家
を
相
続
す

る
兄
治
左
衛
門

へ
余
分

に
渡
る

こ
と
な

り
、
隠
居
家
を
相
続
す

る
弟
源
助
と

の
差

で
あ

っ
た
・

し
か

し
、

▼」
の
壊

で
も
、
後

に
は
隠

居
免

の
田
畑

は
、
本

家

に
戻

す

と

い
う
慣

行

が

み
ら

れ

る

よ
・つ
に
な

る
が
・

こ
の
享

保
期

に
は
・

ま

だ

そ
.つ
し

た
慣
行

が
成
立

し

て

い
な

か

っ
た
よ
・つ
で
あ

る
.

こ
れ

は
、

こ

の
時
期

、

こ

の
磯

で
均
等

分
割

に
よ

る
相
続

が

広

く
行

わ

れ

て
い
た

こ
と

と
も
関

係

し

て

い
た

と
考

え

ら
れ

る
。

さ
絃

弩

縞

潤
羅

麓

い
繁

嫁
蝿

刀
.
諸
道
具
.穀
物
.牛
馬
な
ど
の
分
割
に
つ
い
て
の
別
の
「聲

が
残

譲

覚

一
家
屋
敷
不
残

治
左
衛
門

一
祐
定

刀

一
腰

同

人

「
貞
宗
脇
指

一
腰

源

助
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藷

道
具

弐

ツ
割
半
分

ッ

、

源

助

　
　
　
　

一
穀
物
等

弐

ッ
割
半
分

ッ

、

源

助

　
ん
　
　

罵

牛

壱
疋

ッ

、

源

助

一
治
左
禽

へ
。
上
・
源
助
居
所
想

二
致
普
建笥

指
遣
候
事
、
若
又
並
・
請
不
罷
成
仕
A
ロ
ニ
候

ハ
、
、

唯
今
迄
之
家

∴

ツ
ニ
割
、
半
分

い

つ
れ

の
方

二
て
も
源
助

二
可
相
渡
候

右
之
通
相
定
候
L

ハ
、
毛
頭
違
儀
有
之
間
鋪
者
也

享

保
ニ
レ
年
卯

安
右
衛
門
㊥

閏
四
月

治
左
衛
門
殿

　

　
　

こ
の
よ

う

に
家

騒

は
・
兄

の
治

左
衛

門

へ
残

・り
ず
渡

し
、

そ
れ

に

「
祐
定

」

の
刀

腹

を

同
人

へ
渡

す

と

し

て

い
る
.

そ
れ

に
対

し
、

弟

の
源
助

へ
は

買

宗

L
の
脇
指

腰

を
渡
す
と
し
て
い
る
.
そ
し

て
、
諸
道
具
や
穀
物

は
、
二

つ
に
均
等

に
割

.
て
そ
れ
ぞ
れ

に
渡

し
、

馬

や
牛

も

一
疋

ず

つ
を

二
人

に
渡

す

と

し

て

い
る
.

注

目

さ
れ

る

の
は
最
後

の
項

で
、

そ

プ、
で
は
兄
治

左
衛

門

へ
の

「
ロ
ヒ
」

と

し

て
、

瞭

助

へ

「
居
所
豪

屋
)
を
相
応

に
普
請
し

て
渡
す
よ
う

に
と
指
示
し

て
い
る
.
も
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
よ
.つ
で
あ
れ
ば
、
兄

に
渡

す

家

を

二

つ
に
仕
切

っ
て
渡

す

よ

う

に
と

し

て

い
る
。
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}」
}」
か

、り
も

わ
か

る

よ
う

に
、

}し
の
隠

居

の
場

合

は
、
隠

居

が
次

男

と
暮

ら
す

家

は
ま
だ
出

来

て
な
く
、

そ
う

し
た

な
か

で

の
土
地

や

犀
敷

、

諸
道

具

な

ど
を

、

ほ
ぼ
均
等

に
分
割

し

て
分

与
す

る

こ
と
を
約

束

し

た
も

の

で
あ

る

こ
と

が

わ
か

る
。

と

こ
ろ

で
、

▼」
の

護

覚
」

が
作

成

さ
れ

た

四
年

後

の
、斐

四
年

(
壱

..冗

)
、
予
定

の
土

地

(畑
)
に
家

が

建

て
ら
れ

・
そ

こ

で
隠

居

と
次
男
が
生
活
し
た

の
で
な

い
か
と
推
測

で
灘

.

そ
し

て
、

こ
の
隠
髪

は
・

そ
の
後
も

7

ン
キ

ョ
L

と
呼
ば
れ

て
永
続
し
・
近
世

後
期

に
は
名
t
役
を
勤
め
る
家
と
な

っ
た
。

む

す

び

に

近
世

の
地
方
文
煮
日
か
・り
隠
居

や
隠
居
分
家

に

つ
い
て
の
若
.干

の
事
例
を
紹
介
し

て
き
た
が
、
近
世
前
期

の
東
国
相
州

の
村

に
お
い
て

も
、

隠

雰

家

に
よ

る
家

の
創

設

が
支

配
的

で
、

.
一、

三
男

の
分

家
創

設

は
少

な

か

っ
た

こ
と
が
確

認

で
き

た
・

そ
し

て
・

そ

の
こ
と
が

確
認

で
き
た
相
州
足
柄
上
郡
赤
田
村

で
は
、
戦
国
末

か
ら
近
世
初
頭

に
他
国

や
周
辺
地
域
か
ら
や

っ
て
来

て
定
住
し
た
家
や
・

は
じ
め

日

傭
取

に
来

て
い
て
、

そ

の
後
土
地
を
取
得
し

て
竪

し
た
家
、
さ
ら
に
は

豪

来
L
か
ら
自
立
し
豪

な
ど
が
あ

っ
た
・

そ
う
し
た
系
譜

の
家

々
と
、
旧
来
か
・り
住

ん
で
い
た
有
力
同
族
団

の
隠
雰

家

に
よ

。
て
、
東
国

の
近
世
村
落
が
次
第

に
形
成
さ
れ

て
き
た

こ
と
も
確
認

で
き

た

。

ま
た
、
同
州
同
郡
山
田
村

で
は
、
近
世
前
期

に
、
五
〇
軒
兜

、二
軒

の
隠
居
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
ヒ
軒
が
土
地
を
持
た

な
い
隠
居

で
あ

っ

た
が
、
残

る
六
軒

は
上
地
を
所
持
し

て
隠
居
し
た
隠
居
家

で
あ
り
、
そ

こ
に
は
隠
居
分
家
が
想
定

で
き
、

こ
の
地
域

に
隠
居
分
家
慣
行
が

広
く
み
ら
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。

と
}し
ろ

で
、
甲
州
都
留
郡

の
村

で
は
、
享
保
期

に
隠
居

に
よ
る
分
家

の
創
設
が
み
ら
れ
た
が
、

そ
こ
で
は
、

ほ
ぼ
均
等

に
田
畑
や
諸
道

具
を
分
割
し

て
隠
居
家

が
創
設

さ
れ
な

」
と
を
確
認
し
た
。

そ
し

て
こ
の
時
期

は
、

こ
の
地
域

の
村

々
で
均
等
分
割
に
よ

る
分
家
禦

奴
が
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多

く

み
ら

れ
・

そ
れ

に
よ

っ
て
村

の
家

数

が
増
加

し
た
時

期

で
あ

・
た
。

こ

の
時

期

の
分
家

の
な

か

に
は
、

隠
雰

家

に
よ

る
家

の
創

設

も

相
当

あ

っ
た

の
で
な

い
か

と
想
像

さ

れ
る
。

ま

た
、

こ

の
時

期
、

こ
の
地

域

で
は
、
均

分

相
続

が

支
配

的

で
あ

っ
た

}」
と

に
よ

っ
て
、

隠

居

免

の
土
地

が
隠

居

の
死

後
、

本

家

に
戻

さ

れ

る
と

い
う

慣
行

は
ま
だ

形
成

さ
れ

て
い
な

か

っ
た

よ
・つ
で
あ

る
。

そ
.つ
し

た
慣
行

が
形

成

さ

れ

る
よ

う

に
な

る

の
は
、

こ

の
後

、
長

男

へ
の
単
独

相

続

が

一
般

化

す

る
よ

う

に
な

る
な
か

で
形

成

さ
れ

た

の
で
な

い
か

と
考

て
い

る
。地

方

文
書

の
な

か

に

は
・

隠
居

や
隠

居
分
家

の
相
続

問

題

を

め
ぐ

る
訴

訟
関

係

文
書

が
散

見

さ

れ

る
が
、

そ

れ
、b
を

通

し

て
江
戸

時

代

の
隠
居

や
隠
居
分
家
・
豪

L
の
相
続
等

に
関
す

る
慣
行
形
成

の
問
題
を
考
察
し

よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
紙
幅

の
関
係

で
他
稿

に
謬

り
ざ

る

を

え

な

か

っ
た

。

注(
-
)

大
闇

知
箋

.
豪

に

つ
い
て

の
覚
書

」
『
大
間
知
篤

...著
作
集
簑

登

未
来

社

元

七
五
年
。

(2
)

笛

旦

『
民
俗
慣
行
と
し

て
の
隠
居

の
研
究
』

.
三

・貢

未
来
社

一
九
六
四
年
。

竹
田

旦

『
豪

L

を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
』

ヒ
六
頁

弘
文
堂

昭
和
六
二
年
。

(
3
)

笛

旦

『
豪

L

を
め
ぐ

る
民
俗
研
究
」

-
、」、6

～

二

..
頁

。

笛

旦

罠

俗
慣
行

と
し

て

の
隠

居

の
研
究
』
第

、.篇

隠
居
分

家
。

(4
)

大
竹
秀
男

『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』

一
Lハ
○
～

天

・
頁

創
文
社

昭
和
五
七
年
改
訂
版
。
カ

.
コ
内
は
筆
者
注
。

(
5
)

赤
見

勇
家

に
は
・
江
戸
時

代

の
年
号

が
入

っ
た
五

つ
の
位
牌

が
残

さ
れ

て
い
る
。
そ

}、
に
は
夫
婦

が

一
緒

に
戒
名

が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ

か

ら
当
主

の
没
年

が
次

の
よ
う

に
わ
か
る
。
そ
れ

は
、
寛

文
九
隻

ニ

ハ
六

九
)
・
正
徳
六
年

(
一
ヒ

エ

ハ
)
.
延
享

元
年

(
一
七

四

四
)

U
、、夜

茂
左

衛
門

安

永

五
隻

モ

七
六
)

嘉

丞

一年

二

八

四
九

)
で
あ

り
、
安

水
と
嘉

水
年

間

の
間

に
は
、

一
代
分

の
位

牌
が
欠
け

て
い
る
よ
.つ
で
あ
る
。

こ
の
家

の
本

家

に
あ

た
る
大

正

三
年
生
ま
れ

の
赤

見
留
次
氏

に
よ

る
と
、
ゴ
.代
茂
左

衛
門

が
隠
居

し
た
家

で
あ

る
と

い
う
。
ま
た
、
}」
の
本
家

の
赤
見

家

は
・
五
代
目

も
屋
敷
を

半
分

に
分

け
、
田
畑
を
六
対

四

に
分

け
、
田
畑
六
と
名

セ
役
も
持

・
て
東

隣

に
隠
居

し
た
と

い
・つ
が
、
そ

の
家

は
現
在

つ
づ

い
て
い
な

い
・
そ
し

て
・
赤
見
留
次

氏

に
よ
る
と
、
赤
見
家

の
先
祖

は
江

戸
時
代
前

期

に
当
地

に
来

住
し

た
と
伝
え
、
そ

の
先
祖

の
地

は
、
栃
木

県
佐



江戸時代の隠居と隠居分家

野
市
赤
見

で
あ

っ
た
と
い
う
。

(6
)

『埼
玉
県
史
』
別
編
-
民
俗
1
。

(7
)

埼
玉
県
上
里
町

久
保

要
家
文
書
。

(8
)

都
留
文
科
大
学
民
俗
学
研
究
会
発
行

の

『小
野

の
民
俗
』
『沖

の
民
俗
』
『
平
栗
の
民
俗
』
な
ど

の
調
査
報
告
書
。

(
9
)

竹
田

旦

『民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居

の
研
究
』
二
六
九
頁
。

(
10
)

都
留
市
井
倉

の
谷
内
俊
男
家
は
隠
居
分
家

の
系
譜
の
家

で
、
永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)
の
九
郎
兵
衛

へ
の
加
恩
地
宛
行
状
を
伝
え
て
い
る
。
本
家

は
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
世
文
書
が
い

つ
同
家
に
渡

っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
隠
居

の
親
が
持
ち
出
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
11
)

『
御
殿
場
市
史
別
巻
1
』
.
.一、↓五
頁

昭
和
五
七
年
。

(
12
)

埼
玉
県
上
里
町

久
保

要
家
文
書
。

(
13
)

『御
殿
場
市
史
別
巻
1
』
.
.三
五
頁

昭
和
五
七
年
。

(14
)

竹
田

旦
氏

『炭
俗
慣
行
と
し

て
の
隠
居

の
研
究
』
は
し
が
き
。

(
15
)

『神
奈
川
県
史
資
料
編
近
世

(1
)』
史
料
番
号
-.一三
六
。

(
16
)

拙
稿

『都
留
市
史
通
史
編
』
近
世
第
三
章
第

一
節
村

の
成
立
ち

四

「
検
地
帳

に
み
る
集
落
景
観
と
字
名
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
17
)

『神
奈
川
県
史
資
料
編
近
世

(
1
)
』
史
料
番
号
三
、..二
。

(18
)

大
竹
秀
男

『
封
建
社
会

の
農
民
家
族
』

一
六
〇
～

「
六
二
頁

創
文
社

昭
和
五
七
年
改
訂
版
。
カ

ッ
コ
内
は
筆
者
注
。

(19
)

大
藤
修

『近
世
農
民
と
家

・
村

・
国
家
』
四
〇
五
頁

占
川
弘
文
館

一
九
九
六
年
。

(20
)

『都
留
市
史

資
料
編
近
世

1
』
史
料
番
号
近
世

一
五
六

・
一
五
七
。

(21
)

同
前

史
料
番
号
近
世

一
五
七
。

(22
)

同
前

史
料
番
号
近
世

五
六

の
享
保
二
+
年
閏
四
月

の

「
譲
覚
」
に
は
、
後
筆

の
追
記
が
あ
り
、
元
文
四
年
土

月
調

べ
の
見
付
畑

蒙

が
追

加

さ
れ

て
い
る

こ
と
か

ら
そ
れ

は
推
測

で
き

る
。
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