
                                              

                               

第
四
節 

大お
お

屋や

子く

時
代 

   

郷
土
史
年
表
に
よ
る
と
、
世
之
主
没
後
つ
ま
り
一
四
一
六
年
ご 

ろ
か
ら
、
薩
藩
時
代
徳
之
島
に
は
じ
め
て
代
官
が
置
か
れ
る
元
和 

元
年
（
一
六
一
五
）
ま
で
約
二
百
年
間
の
統
治
者
の
欄
は
、
大お

お

屋や 

子く

時
代
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
全
島
統
治
者
は
大
屋
子 

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
一
体
大
屋
子
と
は
何
で
あ
ろ
う 

か
？ 

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
究
明
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ 

う
。 

 

「
球
陽
」
に
よ
る
と
、「
英
祖
王
七
年
大
島
等
の
処
皆
始
め
て 

入
貢
す
。（
中
略
）
次
後
毎
年
入
貢
す
」
と
あ
っ
て
、
使
臣
を
派 

遣
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
伊
波
晋
猷
は
そ
の
著
「
琉
球
古
今
記
」
の
中
で
「
英 
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祖
は
そ
の
翌
年
大
屋
子
（
総
督
の
ご
と
き
も
の
）
を
派
遣
し
て
之 

を
統
治
さ
せ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
島
袋
源
一
郎
著 

「
沖
縄
の
歴
史
」
に
も
「
そ
の
翌
年
即
ち
文
永
四
年
（
一
二
六
七
） 

か
ら
酋
長
を
遣
わ
し
統
治
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
大
島
諸
島
も
亦 

年
々
入
貢
す
る
こ
と
が
例
と
な
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
酋
長
を
遣
わ
し
統
治
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る 

が
、
こ
こ
で
い
う
酋
長
と
は
按
司
も
し
く
は
大お

お

屋や

子く

の
こ
と
を
指 

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
大
奄
美
史
」
に
よ
る
と
「
旧
記
に
よ 

れ
ば
大
島
の
儀
上
古
は
琉
球
に
属
し
、
彼
地
よ
り
按
司
の
位
一
人 

渡
海
、
在
島
に
て
支
配
有
之
、
中
古
は
大
親
役

う

ふ

や

一
間
切
に
一
人
宛 

都
合
七
人
の
支
配
有
之
、
琉
球
へ
年
貢
を
納
め
た
る
由
、
大
島
置 

目
条
々
の
旧
書
あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
徳
之
島
で
は
「
大 

親
を
大お

お

屋や

子く

と
い
っ
た
が
云
々
」
と
見
え
て
い
る
。「
沖
永
良
部 

島
郷
土
史
資
料
」
に
よ
る
と
、「
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
よ
り 

始
め
て
大お

お

屋や

子く

な
る
官
吏
を
遣
わ
し
、
大
島
諸
島
を
統
治
せ
し
め 

た
る
如
し
、
考
え
る
に
大
屋
子
は
俗
に
按
司
と
称
せ
ら
れ
云
々
」 

と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
み
て
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
西
紀
一 

二
六
六
年
か
ら
一
六
〇
九
年
ま
で
約
三
百
四
十
年
に
わ
た
る
琉
球 

統
治
下
に
、
按
司
も
し
く
は
大
屋
子
と
い
う
行
政
官
を
派
遣
し
て 

島
々
を
支
配
せ
し
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
り
わ
け
沖
永
良
部
は 

      

み
て
も
、派
遣
さ
れ
た
酋
長
と
言
わ
れ
て
い
る
支
配
者
は「
大
親
」、 

「
大
親
役
」、「
大
屋
子
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
て
み
る
と 

右
に
述
べ
た
「
沖
永
良
部
島
郷
土
史
資
料
」
に
、「
大
屋
子
な
る 

官
吏
を
遣
わ
し
統
治
せ
し
め
、
大
屋
子
は
俗
に
按
司
と
称
せ
ら
れ 

云
々
」と
い
う
あ
た
り
が
、案
外
正
し
い
伝
承
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

こ
こ
で
、「
大
親
」、「
大
親
役
」、「
大
屋
子
」
と
使
い
分
け
ら
れ
、 

書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は 

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
追
究
す
れ
ば
勢
い
そ
の
語
源
に 

触
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
伊
波
晋
猷
著
「
沖
縄
考
」
を
参 

照
し
な
が
ら
、
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
み
よ
う
。 

 

大
屋
子
の
前
は
「
大
親
」
で
あ
る
。
は
じ
め
て
明み

ん

に
進
貢
し
た 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
察
度
王
（
ぢ
や
な
も
い
）
は
、「
奥
間
大
親

ひ

や

」 

と
天
女
と
の
間
の
子
な
り
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
察
度
王
の 

元
中
元
年
（
一
三
八
四
）
、
「
阿
不
耶

う

ふ

や

」
を
遣
わ
し
て
進
貢
し 

鈔
し
よ
う

幣へ
い

を
賜
っ
た
こ
と
や
、
同
じ
察
度
王
の
代
に
今
帰
仁
間
切
健 

堅
村
に
健
堅
之
大
親

ひ

や

と
い
う
人
が
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
の
が
、
大ひ 

親や

の
古
い
用
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

「
薩
摩
旧
記
所
輯
文
書
」
に
「
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
四 

月
二
十
五
日
琉
球
國
文
船
着
岸
、
使
者
謝
名
大お

お

屋や

子く

」
と
見
え
、 

大
永
二
年
（
一
五
二
一
）
か
ら
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
ま
で
の 

按
司
の
統
治
せ
し
痕こ

ん

跡
な
き
う
え
に
、
判
然
と
「
文
永
四
年
に
大 

屋
子
を
遣
わ
し
て
統
治
せ
し
め
ら
る
」
と
、「
沖
永
良
部
史
稿
本
」 

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
屋
子
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た 

と
思
わ
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
大
島
諸
島
が
入
貢
の
翌
年
す
な
わ
ち
文
永
四
年 

（
一
二
六
七
）
か
ら
「
酋
長
を
遣
わ
し
」
と
あ
る
酋
長
と
は
、
沖 

水
良
部
の
場
合
按
司
で
は
な
く
、「
大
屋
子
」
の
こ
と
で
は
な
か
っ 

た
の
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
れ
は
、「
南
島
雑
話
」
に
も
「
大
島
諸
島
が
琉
球
の
支
配
下 

に
あ
っ
た
時
、
親
方
官
を
各
島
に
派
遣
し
て
統
治
さ
せ
た
。
そ
れ 

に
は
『
大
親

う
ふ
や

』
と
い
っ
た
」
こ
と
が
見
え
て
い
る
し
、「
徳
之
島 

小
史
」
に
は
「
文
永
三
年
亀
山
天
皇
の
代
琉
球
國
首
里
の
譜
代
高 

家
子
孫
の
者
徳
之
島
大
親
役

う

ふ

や

申
付
け
ら
れ
…
…
大
親
役
は
六
名
の 

使
者
に
護
衛
せ
ら
れ
て
小
舟
よ
り
徳
之
島
に
渡
り
任
に
着
け
り
」 

と
見
え
て
お
り
、
ま
た
「
沖
永
良
部
郷
土
史
資
料
」
に
よ
る
と
「
道 

之
島
の
儀
前
代
に
は
大
屋
子
が
頭

役

か
し
ら
や
く

の
官
に
て
大
屋

お
ほ
や

に
も
人
物 

に
依
り
鉢
巻
の
品
相
変
り
申
候
由
」
と
か
「
大
屋
子
な
る
官
吏
を 

遣
わ
し
統
治
せ
し
め
、
大
屋
子
は
俗
に
按
司
と
称
せ
ら
れ
云
々
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
推
察
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
沖
永
良
部
に
限
ら
ず
、
大
島
や
徳
之
島
を
通
じ
て 

      

一
世
紀
間
に
建
て
ら
れ
た
六
個
の
琉
球
文
の
石
碑
に
は
、
何
郡
邑 

の
「
大
や
く
も
い
某
」
と
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
「
大
や
く
も
い
」 

は
「
大
屋
子
」
に
、
敬
称
の
接
尾
辞
「
も
い
」
を
つ
け
た
も
の
で 

あ
る
。「
琉
球
國
由
来
記
」
に
国
々
の
按
司
部
に
首
里
在
住
を
命 

じ
た
と
き
、
そ
の
領
地
に
「
大
屋
子
」
を
派
遣
し
て
統
治
さ
せ
た 

こ
と
が
見
え
て
い
る
。「
大
屋
子
」
は
属
官
の
部
類
に
入
り
、
諸 

問
切
諸
島
地
頭
代
外
上
級
吏
員
の
呼
称
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の 

呼
称
は
上
か
ら
下
へ
と
、
段
々
下
っ
て
い
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ 

る
が
、
そ
の
語
源
を
せ
ん
索
す
る
と
ま
さ
に
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と 

が
わ
か
る
。 

 

「
お
や
」
と
い
う
語
は
母
権
時
代
に
母
を
意
味
し
た
も
の
で
、 

そ
れ
は
高
群
逸
枝
女
史
の
「
女
性
の
歴
史
」
の
中
で
「
原
始
時
代 

の
人
々
は
家
庭
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
母
系
氏
族
を
中
心
と
し
て 

群
居
し
、
群
の
指
導
権
を
持
つ
者
は
母
系
で
あ
っ
た
。
婚
姻
は
群 

と
他
群
と
の
間
に
行
わ
れ
、
特
定
の
妻
又
は
夫
を
定
め
ず
男
女
が 

結
合
す
る
乱
婚
と
称
す
べ
き
男
性
が
女
性
の
方
に
通
う
招
婿
婚
で 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
生
れ
た
子
の
哺
育
は
母
の
責
任
で
あ
っ 

た
。」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、母
即
親
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

琉
球
語
で
、「
お
や
」
と
言
え
ば
母
を
さ
す
場
合
が
多
い
の
も
そ 

の
名
残
で
、「
お
や
」
に
お
ほ
（
大
）
を
か
ぶ
せ
て
、
血
族
の
「
大 
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親
」
の
義
に
用
い
た
に
違
い
な
い
が
、
父
権
時
代
に
な
っ
て
「
お 

や
」
は
父
に
も
転
用
さ
れ
、「
大
お
や
」
は
も
っ
ぱ
ら
氏
の
上
の 

義
を
有
す
る
「
マ
キ
ヨ
の
根
の
大
男

お
ほ
ご
ろ

」
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。根
人
大
屋
子
と
い
う
の
は
氏
の
上
の
義
で
、 

こ
れ
に
対
し
祝
女

の

ろ

に
は
根
神
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
氏
の
上
す
な 

わ
ち｢

マ
キ
ヨ
の
根
の
大
ご
ろ
」
の
城
主
に
仕
え
る
者
を
、
古
く 

は
「
按
司
附
き
の
大
や
」
と
言
っ
た
ら
し
い
が
、「
大
や
こ
」
に 

そ
の
位
置
を
譲
っ
た
の
は
、
呼
称
と
し
て
長
過
ぎ
た
た
め
で
あ
ろ 

う
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
マ
キ
ヨ
の
根
の
大
親

お
ほ
や

」
の
呼
称
が
、
そ
の
ま
ま 

政
治
社
会
の
官
制
に
採
用
さ
れ
た
が
、
音
韻
変
化
の
は
げ
し
い
琉 

球
語
で
は
、「
大
や
」
も
「
大
や
こ
」
も
「
大
や
こ
も
い
」
も
永 

く
そ
の
原
形
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
い
ず
れ
に
も
絶
え
ず
音
形 

の
変
化
が
起
こ
っ
て
種
々
の
語
形
が
生
じ
、
意
義
の
分
化
も
起 

こ
っ
た
。 

 

「
お
ほ
お
や
」
は
「
お
ほ
や
」
と
な
ま
っ
た
。「
お
ほ
や
」
の 

頭
音
が
落
ち
、「
ほ
や
」
と
な
っ
た
。「
ほ
や
」
は
さ
ら
に
「
ふ
や
」 

と
な
り
、「
ひ
や
」
と
な
っ
た
。
こ
の
「
ひ
や
」
に
も
新
し
い
意 

味
が
盛
ら
れ
、
組
踊
り
で
は
「
比
屋
」
の
字
を
あ
て
て
、
子し

の
次 

の
位
階
の
名
に
し
て
あ
る
。
た
と
え
ば
「
元
國く

に

吉し

の
比
屋

ひ

や

今
や
國く

に 

       

こ
の
ほ
か
に
、「
大
親
」
に
関
係
の
あ
る
語
で
中
央
の
官
制
に 

取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
、「
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
「
手
登
根
の
大 

や
こ
」、「
だ
う
の
大
や
」、「
し
れ
ま
大
や
」
が
対
語
と
し
て
出
て 

い
る
。
い
ず
れ
も
、「
マ
キ
ヨ
の
大
親
」
の
同
義
語
と
し
て
用
い 

ら
れ
た
も
の
で
、「
大
屋
子
」
の
前
身
を
推
測
す
る
資
料
に
な
る 

も
の
で
あ
る
。 

 

「
大
や
こ
」
は
位
階
の
名
で
、
前
出
の
「
謝
名
大
屋
子
」
の
よ 

う
に
釆
邑
（
領
地
、
知
行
所
）
の
下
に
つ
け
て
用
い
、
後
世
「
大 

屋
子
」
の
字
を
あ
て
た
。
大
屋
子
は
大
役
の
転
で
あ
ろ
う
、
と
「
遺 

老
説
伝
補
註
」
に
述
べ
て
あ
る
が
、
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
親
、
大
親
役
、
大
屋
子
の
表
記
を
め
ぐ
り
、
そ 

の
よ
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
縁
由
を
追
求
し
て
み
た
つ
も
り
で
あ
る 

が
、
そ
れ
は
母
権
時
代
の
母
を
意
味
す
る
「
お
や
」
を
起
こ
り
と 

し
、
そ
れ
に
「
大
」
を
か
ぶ
し
血
族
の
「
大
親
」
の
義
に
用
い
、 

父
権
時
代
に
な
っ
て
「
大
お
や
」
は
氏
の
上
の
義
と
な
り
、
さ
ら 

に
「
大
や
こ
」
と
な
り
政
治
社
会
の
官
制
に
採
用
さ
れ
、「
大
や
」 

「
大
や
こ
」「
大
や
こ
も
い
」
な
ど
と
、
音
形
変
化
に
伴
い
種
々 

の
語
形
を
生
じ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
意
味
の
分
化
が
起
こ
り
、
ま
た 

簡
素
化
さ
れ
、「
お
ほ
お
や
」「
お
ほ
や
」「
ほ
や
」「
ふ
や
」「
ひ
や
」 

な
ど
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
語
意
を
合
わ
せ
た
漢
字
が
配
さ
れ
、 

吉し

の
子し

」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

「
比
屋
」
と
は
昔
の
按
司
の
家
来
の
役
名
で
、
往
昔
諸
在
郷
の 

地
頭
、
村
頭
な
ど
の
呼
称
な
り
、
い
ま
の
山
当
（
山
林
監
督
官
） 

を
昔
は
「
山
の
ヒ
ヤ
」
と
呼
べ
り
と
か
、
組
踊
り
大
川
敵
討
に
出 

て
く
る
「
村
原
の
比
屋
」
や
「
大
謝
名
の
比
屋
」
な
ど
の
よ
う
に 

姓
の
後
に
つ
く
場
合
も
あ
る
。
比
屋
の
上
に
は
「
大
親

う
ひ
や

」
と
い
う 

役
名
も
あ
っ
た
、
な
ど
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
大
屋
子
が
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
、
い
つ
し
か
奴

や
つ
こ

も
し
く 

は
下
僕

し
も
べ

を
意
味
す
る
卑
語
に
成
り
下
が
っ
た
。「
大
や
こ
」
は
「
ヤ 

ク
ー
」
と
な
ま
っ
て
、
久
米
島
や
久
高
島
な
ど
で
は
兄
貴
の
義
に 

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
首
里
、
那
覇
で
兄
を｢

ヤ
ッ
チ
ー
」
と
言
っ 

て
い
る
の
も
そ
の
転
訛か

し
た
も
の
で
、守
り
役
の
義
を
有
す
る「
ヤ 

カ
ー
」
も
関
係
が
あ
ろ
う
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
沖
永
良
部
で
も
い
ま
は
耳
遠
く
な
っ
た
が
大
正 

年
間
ま
で
兄
貴
の
義
に
あ
た
る
「
ヤ
ク
」、「
ア
ク
」
や
「
ヤ
ク
ミ
」 

そ
れ
か
ら
派
生
し
た
で
あ
ろ
う
草
刈
り
男
に「
草
刈
り

く

さ

は

い

ヤ
ク
」、「
○ 

○
ヤ
ク
マ
ま
た
は
○
○
ヤ
ク
モ
」（
ヤ
ク
モ
イ
の
語
尾
イ
が
脱
落 

し
た
も
の
）
な
ど
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
兄
貴
の 

義
に
与
論
の
人
が
「
ヤ
ッ
カ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
思
い
出
さ 

れ
る
。 

      

大
親
、
大
親
役
、
大
屋
子
な
ど
異
な
っ
た
表
記
が
な
さ
れ
た
の
で 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

大
屋
子
は
、
後
世
で
は
「
属
官
の
部
類
に
入
り
諦
間
切
、
諸
島 

の
地
頭
代
、
村
頭
外
上
級
吏
員
の
呼
称
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る 

が
、
奄
美
諸
島
が
入
貢
し
た
こ
ろ
は
、
こ
の
大
親
役
、
大
屋
子
が 

頭

役

か
し
ら
や
く

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
按
司
と
混
同
さ
れ 

「
俗
に
按
司
と
称
せ
ら
れ
云
々
」
な
ど
と
い
う
郷
土
史
の
記
述
が 

生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
辺
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
で 

は
あ
る
ま
い
か
。 

 

さ
て
、
頭
役
で
あ
る
大
親
、
大
屋
子
は
ど
の
よ
う
に
島
を
統
治 

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
大
奄
美
史
」
に
よ
る
と
琉
球
服
属
時
代
に
、
大
島
の
統
治
に 

当
た
っ
た
役
員
と
そ
の
職
掌
と
は
、
時
代
に
よ
っ
て
多
尐
の
変
遷 

は
あ
っ
た
が
、
大
体
に
お
い
て
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

｢

按
司

あ

ぢ

一
人 

全
島
を
主
宰
し
、
位
は
正
一
品
、
金
簪
を

か
ん
ざ
し

使
用
し 

 
 
 
 
 

た
。
し
か
し
按
司
職
は
早
く
廃
せ
ら
れ
、
慶
長
の
こ 

 
 
 
 
 

ろ
に
は
す
で
に
な
か
っ
た
。 

大
親

う
ひ
や

七
人 

各
間
切
の
長
と
し
て
事
務
を
総
理
し
た
。
従
五
位 

 
 
 
 
 

以
上
正
二
位
以
下
。
金
簪
仮
名
染
め
、
黄
鉢
巻
き
を 

 
 
 
 
 

つ
け
、
親
雲
上

べ

ー

ち

ん

之
に
補
せ
ら
れ
た
。 
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与
人

よ
ひ
と

七
人 

古
く
は
用
人
と
も
書
い
た
。
各
間
切
に
一
人
ず
つ 

 
 
 
 
 

大
親
を
補
佐
し
、
そ
の
指
揮
に
従
い
間
切
の
事
務
を 

 
 
 
 
 

管
掌
し
た
。
従
五
位
以
上
、
従
二
位
以
下
。
金
簪
黄 

 
 
 
 
 

鉢
巻
き
を
つ
け
、
親
雲
上
同
格
。 

 

目
指

め
ざ
し

（
指
役
） 
人
員
を
限
ら
ず
、
大
親
、
与
人
の
指
揮
を
受 

 
 
 
 
 

け
、
庶
務
に
従
事
し
た
。
正
七
位
。
銀
簪
赤
鉢
巻
き 

 
 
 
 
 

を
つ
け
、
筑
登
之

ち

く

ど

ん

同
格
。 

 

筆て
つ 

子こ 
 

位
階
な
く
切
米
だ
け
を
受
く
。 

 

掟

役

お
き
て
や
く 

 

右
に
同
じ 

 
 
 
 
 

（
切
米
と
は
春
夏
冬
の
三
回
支
給
さ
れ
る
扶
持
米
） 

 

大
親
役
の
多
く
は
琉
球
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
で
、
中
に
は
従
来 

の
大
島
の
酋
長
か
ら
取
り
立
て
た
者
も
あ
る
が
、
大
体
世
襲
で 

あ
っ
た
。
与
人
に
は
大
島
の
名
門
、
も
し
く
は
酋
長
の
子
孫
か
、 

大
親
役
の
子
孫
の
者
を
任
命
し
た
。
大
親
役
以
上
は
毎
年
一
度
ず 

つ
琉
球
の
王
府
に
登
城
し
、
貢
物
を
献
じ
拝
謁
す
る
例
で
あ
っ 

た
。」
と
み
え
、「
徳
之
島
小
史
」
に
は
、 

 

「
大
親
役
一
名 

島
主
と
し
て
全
島
を
主
管
す
。
仮
名
茶
黄
鉢
巻 

 
 
 
 
 

親
雲
上
上
位
、
金
の
髪
指
を
用
う
。
知
行
弐
拾
石
切 

 
 
 
 
 

米
五
石
。 

 

与
人
九
名 

大
親
役
の
子
孫
世
襲
す
。
黄
鉢
巻
親
雲
上
。
金
の 

      

て
中
山
、
北
山
、
南
山
の
三
王
割
拠
し
、
本
島
（
永
良
部
）
は
北 

山
の
所
轄
に
属
せ
り
、
民
事
を
司
ら
し
む
る
に
は
、
与
人

よ
ひ
と

、
掟

う
つ
ち

、 

筆
子

て
つ
こ

の
吏
を
お
き
、
ま
た
百ひ

や

（
男
）、
祝
女

の

ろ

の
祭
職
を
各
村
に
お 

き
て
祭
事
に
与
ら
し
め
、
か
つ
毎
年
北
山
王
に
参
候
す
る
を
例
と 

せ
り
」
と
見
え
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
「
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
島
内
の
行
政
区
画
は
琉 

球
服
属
時
代
の
制
を
襲
用
し
て
三
間
切
と
し
、
与
人
三
名
を
お
き 

て
万
事
を
処
理
せ
し
め
、
そ
の
下
に
掟
、
目
差
、
筆
子
の
副
役
あ 

り
、
後
世
に
至
り
て
は
、
目
差
、
筆
子
、
掟
の
順
位
と
な
り
お
れ 

り
」
と
も
見
え
て
い
る
の
で
職
制
に
変
更
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か 

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
大
島
、
徳
之
島
で
は
全
島
を
統
治
し
て
い 

た
者
は
大
親
役
で
、
そ
れ
を
補
佐
し
て
い
た
の
が
与
人
職
で
あ
っ 

た
の
に
比
し
、
沖
永
良
部
の
場
合
は
百ヒ

ヤ

（
ヒ
ヤ
に
語
呂
の
合
う
百 

の
字
を
宛
て
た
も
の
で
大
親
、
大
屋
子
の
意
）
は
祝
女
と
と
も
に 

祭
事
を
つ
か
さ
ど
る
祭
職
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
特
に 

目
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。 

 

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
世
之
主
死
後
四
百
三
十
四
年
後
に
書 

か
れ
た
「
世
之
主
由
緒
書
」
の
一
節
に
「
御
國
許
蔵
入
に
罷
成
候 

て
本
琉
球
よ
り
鉢
巻
取
寄
の
儀
御
差
止
被
遊
、
且
又
大
親
役
差
止 

め
ら
れ
、
其
子
孫
の
者
共
過
半
与
人
役
相
勤
居
申
候
」
と
か
、
ま 

 
 
 
 
 

髪
指
を
用
う
。
知
行
拾
石
、
切
米
二
石
。 

 

目
指
（
員
数
不
明
） 

赤
鉢
巻
、
筑
登
之
位 

銀
の
髪
指
を
用 

 
 
 
 
 

う
。
切
米
二
石
。 

 

筆
子
（
員
数
不
明
） 

位
な
し
、
切
米
二
石
。 

 

掟 

（
員
数
不
明
） 

位
な
し
、
切
米
二
石
。」 

と
、
当
時
の
職
制
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
に
も
「
大
島
の
儀 

上
古
は
琉
球
に
属
し
、
彼
地
よ
り
按
司
の
位
一
人
渡
海
在
島
に
て 

支
配
有
之
」
と
述
べ
た
と
お
り
、
当
初
は
按
司
が
全
島
を
統
治
し 

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
慶
長
の
こ
ろ
ま
で
に
は
す
で
に 

な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
後
は
大
島
、
徳
之
島
を
通
じ
、
大
親
、
与
人
、
目
指
、
筆 

子
、
掟
と
職
制
が
定
め
ら
れ
全
島
を
主
管
す
る
者
は
大
親
役
で
、 

そ
れ
を
補
佐
す
る
の
が
与
人
役
以
下
の
者
で
あ
っ
た
。
大
親
役
は 

琉
球
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
か
、
酋
長
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
者
で 

大
体
世
襲
で
あ
り
、
毎
年
一
回
琉
球
王
府
に
登
城
し
貢
物
を
献
じ 

拝
謁
す
る
例
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
大
親
役
の
職
能
の
大 

体
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
沖
永
良
部
島
の
場
合
に
な
る
と
、
大
分
様 

子
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
操
担
勁
編
「
沖
永
良
部 

島
沿
革
誌
」
の
琉
球
服
属
時
代
の
項
に
、「
琉
球
は
中
世
に
お
い 

      

た
「
右
王
子
（
世
之
主
自
害
の
際
乳
母
に
伴
わ
れ
西
原
あ
が
り
百ひ

や 

所
に
逃
越
候
三
才
の
若
主
）
の
子
孫
成
長
の
上
、
中
山
王
取
立
に 

て
代
々
大
屋
役
仰
付
相
勤
来
り
候
由
、
依
之
当
分
私
ま
で
も
島
中 

の
者
共
大
屋
子
孫
と
唱
申
候
、
尤
も
大
屋
役
何
代
相
勤
申
候
哉
不 

詳
候
」
と
見
え
、
ま
た
「
大
屋
役
は
与
人
の
上
席
な
り
し
由
爾
來 

与
人
役
所
の
こ
と
を
民
間
に
て
大
屋
宿

う

ひ

や

ど

と
称
す
」
な
ど
と
、
見
え 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
琉
球
服
属
時
代
は
大
屋
役
が
全
島
を
統
治
し 

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
階
級
を
示
す
鉢
巻
き
類
も
琉
球
か
ら 

取
り
寄
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
御
国
許
蔵
入
後
つ
ま
り 

薩
摩
服
属
後
は
大
屋
役
も
禁
止
さ
れ
、
そ
の
子
孫
の
者
お
よ
び
世 

之
主
死
後
は
、
そ
の
子
孫
の
者
が
大
方
与
人
役
に
な
っ
た
と
い
う 

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
世
之
主
由
緒
書
」
に
「
大
城
村
川
内
の
ヒ
ヤ
と
申
す
者
を
召 

列
云
々
」
と
か
、「
西
原
村
あ
が
り
ヒ
ヤ
所
に
逃
越
候
」
と
か
い 

う
記
述
が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
之
主
以
前
に
「
ヒ
ヤ
」
と 

い
う
職
制
の
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
ヒ
ヤ
」
は
「
大
城
村 

川
内
の
ヒ
ヤ
、
西
原
村
あ
が
り
の
ヒ
ヤ
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
よ 

う
に
村
々
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。こ
の
こ
ろ
に
な
る
と「
ヒ
ヤ
」 

が
全
島
を
統
治
し
た
の
で
は
な
く
、「
世
之
主
由
緒
書
」
に
「
百ひ

や 

と
申
候
は
往
古
は
百
家
部
の
頭
取
仕
申
候
村
役
の
役
名
に
て
候 
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由
」
と
か
「
ひ
や
及
び
祝
女
は
各
村
に
一
人
づ
つ
之
を
お
き
、
そ 

の
一
村
を
統
率
し
た
る
が
如
し
」な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、 

一
村
を
統
率
す
る
村
役
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

薩
藩
服
属
以
後
な
ら
と
も
か
く
と
し
て
、
琉
球
服
属
（
一
二
六 

六
）
以
後
、
世
之
主
時
代
（
一
四
一
六
）
ま
で
の
約
一
五
〇
年
間 

ぐ
ら
い
に
全
島
統
治
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
ヒ
ヤ
」
が
村
役
に
転 

落
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
職
制
の
改
変
の
ほ
か
に
何
か
大 

き
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
百ひ

や

及
び
祝
女

の

ろ

は
各
村
に
一
人
づ 

つ
之
を
お
き
」
と
「「
世
之
主
由
緒
書
」
に
見
え
て
い
る
こ
と
に 

つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
が
、「
郷
土
史
資
料
」
の
「
し
に
ぐ
祭
」 

の
項
に
も
「
全
島
に
は
百ひ

や

（
百
と
は
家
百
戸
よ
り
の
上
納
を
と
る 

家
な
る
を
も
っ
て
其
役
目
の
名
）
と
い
う
者
が
各
村
（
現
在
の
大 

字
）
に
二
名
若
く
は
一
名
い
る
」
と
見
え
て
い
て
、
村
役
と
し
て 

の
百ひ

や

が
各
村
に
一
～
二
名
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
の
「
ひ
や
」
に
語
呂
の
似
た
百
の
字
を
あ
て
て
「
ひ
や
」
と 

読
ま
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、「
家
百
戸
の
上
納
を
と
る
の 

が『
ひ
や
』の
役
目
で
あ
る
。」と
の
説
明
づ
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
、 

こ
れ
は
百
と
い
う
文
字
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。
現
在
で 

も
そ
う
で
あ
る
が
、
全
島
で
人
口
一
万
人
を
上
下
し
て
い
た
往
時 

      

な
い
。
琉
球
に
お
い
て
も
間
切
と
い
う
行
政
区
画
の
起
源
に
つ
い 

て
は
、「
大
変
古
い
が
文
献
明
確
を
欠
き
判
然
と
し
な
い
」
と
い 

う
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
「
三
間
切
三
十
六
村
」
に
尐 

な
く
と
も
一
人
ず
つ
の
「
ひ
や
」
お
よ
び
「
祝
女

の

ろ

」
が
お
り
、
一 

村
の
政
治
や
祭
事
を
中
心
に
そ
の
村
を
統
治
し
て
き
た
の
で
あ 

る
。
つ
ま
り
、
祭
政
一
致
の
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
が
、「
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
」
に
よ
る
と
、（
明
治
四
年
（
一 

八
七
一
）
此
度
の
改
新
に
よ
り
シ
ニ
グ
祭
、
盆
祭
等
は
廃
止
せ
ら 

れ
各
村
の
祭
役
た
る
百ひ

や

、
祝
女

の

ろ

付
属
の
地
所
（
役
地
）
は
血
統
襲 

職
者
の
私
有
と
な
り
、
村
選
就
職
者
の
も
の
は
共
有
と
な
る
。」 

と
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
服
属
（
一
二
六
七
）
こ
の
方
全
島 

統
治
者
と
し
て
の
大
親
役

う

ひ

や

（
大
屋
子
）、
世
之
主
時
代
（
実
際
は 

そ
れ
以
前
か
ら
）
以
来
と
も
思
わ
れ
る
。
長
い
歴
史
を
有
す
る
村 

役
（
祭
職
）
と
し
て
の
百ひ

や

（
祝
女

の

ろ

も
）
の
役
職
は
、
こ
こ
で
終
止 

符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

大
親
役
、大
屋
子
は
初
め
、琉
球
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
で
あ
り
、 

中
に
は
島
の
酋
長
つ
ま
り
有
力
者
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
者
も 

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
沖
永
良
部
で
は
そ
の
ほ
か
に
世
之
主
死
後
そ 

の
子
孫
の
者
も
、
大
親
役
に
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
に
見 

は
、
戸
数
百
以
下
の
村
落
が
大
半
以
上
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ 

れ
る
。
ち
な
み
に
、
本
島
で
い
ち
ば
ん
古
い
人
口
調
査
は
安
永
元 

年
（
一
七
七
二
）
で
、
当
時
の
人
口
は
一
万
一
千
四
百
七
人
、
次 

が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
で
、
人
口
九
千
百
四
十
五
人
と
一
万 

人
を
割
っ
て
い
る
。
戸
数
に
し
て
二
千
戸
そ
こ
そ
こ
と
い
う
こ
と 

に
な
っ
て
い
る
。そ
れ
で「
ひ
や
が
家
百
戸
の
上
納
を
取
る
云
々
」 

と
い
う
こ
と
は
、
大
凡

お
お
よ
そ

の
見
当
で
あ
り
目
安
で
は
あ
っ
た
か
も
し 

れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
家
百
戸
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
思 

わ
れ
る
。
厳
密
に
百
戸
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
各
村
に
百ひ

や

が
い 

な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
村
役
と
し
て
の
「
ひ
や
」
が
各
村
ご
と
に
い
た
と
い 

う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
で
は
当
時
の
村
の
数
は
い
く
ら
で
あ 

ろ
う
か
。 

 

そ
れ
に
つ
い
て
、「
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
」
に
「
三
間
切
三
十 

六
村
と
い
う
の
は
往
古
よ
り
の
呼
称
な
ら
ん
。
従
来
全
島
を
三
間 

切
に
分
ち
し
が
、そ
れ
は
村
と
村
相
交
錯
し
て
不
便
な
り
し
た
め
、 

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
接
続
の
位
置
を
基
に
し
て
三
ヶ
方
（
和 

泊
方
、
東
方
、
西
方
）
に
改
む
」
と
見
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
琉 

球
服
属
時
代
の
制
を
踏
襲
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
つ
ご 

ろ
三
間
切
制
が
定
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
史
料
に
も
見
当
た
ら 

      

え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
の
子
孫
が
、
代
々
世
襲
で
受
け
継
い
で 

き
た
よ
う
で
あ
る
。
世
襲
と
い
っ
て
も
地
位
だ
け
で
な
く
職
業
、 

財
産
な
ど
を
嫡
系
の
子
孫
が
代
々
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
村
役
（
祭
職
）
と
し
て
の
百ひ

や

、
祝
女

の

ろ

の
付
属
地
所 

（
役
地
）
は
、
そ
の
血
統
襲
職
者
の
私
有
物
と
し
て
処
理
し
た
の 

で
あ
る
。 

 

村
選
就
職
者
の
も
の
は
共
有
と
な
る
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、 

村
選
就
職
者
と
い
う
者
の
条
件
や
適
用
範
囲
に
つ
い
て
つ
ま
び
ら 

か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
百ひ

や

ま
た
は
祝
女
の
村
選
就
職
者
の
付
属
地 

所
が
字
共
有
と
な
っ
た
。
部
落
有
地
を
現
在
も
共
有
し
て
い
る
字あ

ざ 

が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

村
役
と
し
て
の
百ひ

や

や
祝
女

の

ろ

の
役
職
が
廃
止
さ
れ
て
、
す
で
に
百 

余
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
現
在
で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
教 

え
て
く
れ
る
者
と
て
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
柏
常
秋
著
「
沖 

永
良
部
島
民
俗
誌
」
の
口
承
文
芸
「
屋
号
」
の
項
に
「
屋
号
は
そ 

の
家
の
人
が
制
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
が
命
名
し
た
も
の 

で
あ
る
が
、
無
苗
字
時
代
に
民
間
で
は
屋
号
を
苗
字
の
代
用
に
し 

た
も
の
で
、
現
代
で
も
屋
号
は
苗
字
以
上
の
存
在
価
値
を
持
っ
て 

い
る
。」
と
述
べ
、
歴
史
に
ち
な
む
も
の
と
し
て
、「
往
時
の
間
切 

時
代
は
各
間
切
に
ウ
ヒ
ヤ
と
称
す
る
首
長
が
い
て
、
間
切
の
政
務 
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を
管
掌
し
又
各
村
落
に
は
ヒ
ヤ
ー
と
い
う
役
人
が
い
た
が
、
こ
れ 

ら
の
役
人
に
因
み
を
持
つ
ら
し
く
現
在
で
も『
ヒ
ヤ
屋
』『
ウ
ヒ
ヤ
』 

『
ウ
フ
屋
』
と
称
す
る
屋
号
が
残
っ
て
い
る
。」
と
見
え
て
い
る 

の
に
思
い
つ
き
、
往
時
三
間
切
三
十
六
村
の
各
村
に
、
尐
な
く
と 

も
一
人
ず
つ
は
居
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
ヒ
ヤ
の
名
残
り
が
屋 

号
と
し
て
ど
れ
く
ら
い
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
調
べ
た
の
が 

次
表
で
あ
る
。 

                     

な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 ○ 

大
屋
子 

 
 

五
首
詠 

 
 

永
吉 

毅 

一 

あ
る
時
は
与
人
の
上
に
位
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

島
治
め
ゐ
し
大
屋
子
な
り
し
が 

二 

永
良
部
史
の
証
人
と
も
な
ら
ん
大
屋
子
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
業
蹟
を
語
る
人
も
な
し 

三 

遠
き
代
の
幾
変
遷
に
耐
え
て
き
し 

 
 
 
 
 
 
 
 

屋
号
の
み
に
見
る
ウ
ヒ
ヤ
の
来
し
方 

四 

お
し
な
べ
て
素
封
家
な
り
し
と
ふ
ウ
ヒ
ヤ
屋
敷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
ら
か
競
い
し
跡
ぞ
し
の
ば
る 

五 

祝
女
と
並
び
村
治
め
ゐ
て
人
々
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

崇
敬
集
め
し 

大
屋
子
な
り
し
が 

     

 

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
三
十
六
村
に
各
村
に
一
人
、
大
き 

い
村
で
は
二
人
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
半
分
ぐ
ら
い 

と
い
う
感
じ
で
あ
る
。 

 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
午
年
の
「
シ
ニ
グ
祭
」
の
際
の
「
ヒ 

ヤ
」
の
首
長
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
余
多
の
百ひ

や

、
屋
子
母
の
百ひ

や

、
西 

見
の
百ひ

や

や
、
世
之
主
自
刃
の
際
三
歳
の
若
君
と
五
歳
の
姫
君
を
、 

乳
母
「
真ま

升
兼

す
か
ね

」
が
避
難
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
「
西 

原
ア
ガ
リ
の
百ひ

や

」
の
末
え
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
屋
号
も
見
え
て 

い
る
。 

 

あ
る
古
老
は
、「
百ひ

や

は
貢
租
取
り
立
て
の
際
は
、
お
越
し
枡ま

す(

一 

升
二
合)

で
受
け
取
り
、
支
払
い
の
際
は
京
判

は
な
ば
ん(

一
升
枡)

を
使
っ 

て
い
た
の
で
大
低
が
素
封
家
で
あ
り
、
高
倉
の
二
～
三
棟
、
牛
小 

屋
の
二
棟
く
ら
い
は
所
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
中 

に
は
取
り
立
て
に
厳
し
さ
を
極
め
て
人
民
の
え
ん
さ
を
買
っ
た
者 

も
お
り
、
圧
迫
が
続
く
と
反
発
を
よ
ぶ
の
で
そ
ん
な
所
は
早
く
廃 

絶
し
て
い
る
よ
う
だ
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
ヒ
ヤ
も 

中
に
は
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

長
い
歴
史
と
伝
統
を
有
す
る
由
緒
あ
る
大
親
、
大
親
役
、
大
屋 

子
に
ち
な
む
語
源
か
ら
そ
の
職
能
、
転
化
な
ど
に
つ
い
て
書
冊
に 

頼
り
な
が
ら
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
十
分
言
い
尽
く
せ 
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後 

蘭 

内 

城 

大 

城 

根 

折 

玉 

城 

手
手
知
名 

喜
美
留 

同 

西 

原 

國 

頭 

字 

和 
 

泊 
 

町 

ウ
ヒ
ヤ 

フ
ー
ヤ 

川
内
の
百 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

フ
ー
ヤ 

ヒ
ヤ
屋 

ウ
ヒ
ヤ 

ヒ
ヤ
屋 

ウ
ヒ
ヤ 

屋 

号 

平 

島
信
氏 

宗 

安
明
氏 

不
詳 

山
田
中
国
氏 

伊
井
秀
吉
氏 

栄 

西
明
氏 

谷
元
義
男
氏 

沖 
 
 

氏 

白
石
氏(

廃
家) 

大
屋
白
富
氏 

東 

一
興
氏 

福
峯
氏(

本
家) 

当
主
名 

   

下 

城 

同 

田 

皆 

大
津
勘 

屋
子
母 

瀬
利
覚 

黒 

貫 

余 

多 

上
平
川 

久
志
検 

字 

知 
 

名 
 

町 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
フ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

フ
ー
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

ウ
ヒ
ヤ 

屋 

号 

先 

山 

氏 

山
田
憲
彰
氏 

大
屋
サ
ダ
氏 

 

永 

島 

氏 

大
屋 

氏 

吉
俣
与
名
吉
氏 

吉
富 
本
家 

大
屋 

稔
氏 

丸 

山 

氏 

村 

山 

氏 
奥
山
真
良
氏 

当
主
名 

 


