
㈲
 
所
 
と
 
う
 
 

L
虫
送
り
の
所
と
う
 
 

現
今
で
ほ
優
秀
な
農
薬
が
発
明
さ
れ
て
い
る
が
、
昔
ほ
殆
ど
、
害
虫
（
当
時
ほ
い
な
ご
吾
が
多
か
つ
た
ら
し
い
）
の
駆
除
ほ
 
 

神
仏
の
加
護
を
求
め
、
僅
か
に
自
ら
を
慰
め
る
外
な
か
つ
た
。
而
も
、
そ
れ
を
真
剣
に
考
え
村
の
年
中
行
事
に
組
ん
で
い
た
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
勿
論
こ
の
璧
口
諸
経
費
は
御
免
割
と
し
て
一
般
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
行
事
が
当
時
庄
 
 

屋
、
組
頭
に
よ
つ
て
其
筋
へ
願
出
、
「
祖
聞
屑
」
を
ま
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
時
相
を
反
映
す
る
興
味
深
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
 
 

と
同
時
に
、
村
に
お
い
て
も
相
当
の
座
を
占
め
る
神
事
で
あ
つ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
梶
山
孟
氏
所
蔵
の
文
書
を
次
に
掲
 
 

げ
て
お
こ
う
。
 
 

覚
 
 

一
、
銀
四
給
費
匁
 
 

御
開
展
ケ
暫
為
戌
可
暦
下
候
為
甚
琶
付
差
上
ケ
申
瞑
以
上
 
 
 

真
（
恕
凱
欝
）
六
月
十
六
日
 
 

・
 
 

虫
送
り
祈
祷
が
各
地
と
も
蔓
な
神
事
で
あ
つ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ゆ
か
り
を
も
つ
富
も
い
 
 

ろ
い
ろ
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
本
町
に
も
「
佐
太
夫
虫
」
（
佐
田
虫
）
の
伝
説
と
し
て
、
中
村
軍
七
家
に
書
き
し
る
さ
れ
た
記
 
 

録
が
残
つ
て
い
る
二
琶
 
 

2
．
治
病
の
所
と
う
 
 

病
気
治
癒
の
祈
警
数
多
く
行
究
た
。
そ
れ
は
庶
民
か
ら
藩
主
に
至
る
ま
で
様
々
な
形
を
と
つ
て
い
る
。
流
行
す
る
霊
 
を
退
け
る
祈
と
う
は
医
薬
の
乏
し
い
当
時
庶
民
の
必
然
的
要
求
で
も
雷
、
時
と
し
て
、
薄
よ
り
そ
の
指
令
嘉
し
、
祭
費
の
 
 

補
助
金
を
下
賜
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
。
ま
た
、
藩
主
の
治
病
を
願
う
こ
と
ほ
、
す
べ
て
を
藩
主
に
捧
げ
、
彼
に
直
結
す
る
庶
民
 
 

の
赤
誠
の
あ
ら
露
で
も
あ
つ
た
ご
」
こ
に
ほ
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
梶
山
孟
氏
所
蔵
の
葺
か
ら
次
の
書
付
毒
 
 

し
と
つ
て
お
き
た
い
。
 
 

晩
節
世
上
急
病
流
行
死
去
多
ク
相
聞
於
氏
神
社
御
所
宿
所
風
被
仰
付
撃
畏
依
而
当
 
 

林
 
常
六
郎
様
 
 

箕
浦
多
平
太
横
 
 

間
田
口
右
爾
門
様
 
 
 

イ
 
庄
屋
、
組
頭
よ
り
の
願
書
 
 

イ
 
流
行
病
治
癒
の
祈
と
う
 
 

覚
 
 

安
芸
郡
関
野
村
 
 

年 組 庄  
い－ 

・ご： 

蕃金串作利  

兵十  
門衛門部門  

安
芸
郁
熊
野
村
 
 

若
者
稲
毛
虫
附
申
二
村
併
氏
神
八
幡
権
現
、
新
宮
明
神
≡
社
■
扁
昨
年
之
通
血
迷
 
 

御
所
綴
御
湯
丑
仕
空
白
召
蛙
共
奉
餌
横
間
此
殿
御
赦
免
裡
為
遊
被
下
院
ハ
バ
難
有
 
 

可
車
存
廠
尤
右
之
銀
二
而
虫
送
諸
入
相
神
童
語
合
二
仕
相
済
申
慣
当
状
御
免
剤
院
 
 

ロ
 
其
筋
か
ら
の
許
可
書
 
 

覚
 
 

一
、
銀
四
拾
萱
匁
 
 

右
者
表
出
之
通
稲
毛
虫
箸
之
二
村
併
氏
神
二
而
由
送
品
醸
仕
匿
尤
突
用
銀
 
 

当
免
割
へ
入
国
中
産
段
閉
之
通
関
屈
差
免
参
此
旨
可
相
□
者
也
 
 
 

村
氏
神
八
幡
社
二
お
い
て
明
廿
四
日
倉
廿
否
迄
≡
塁
夜
抽
丹
誠
執
行
仕
度
此
 
 

綬
宜
ク
硬
仰
上
可
㌍
下
僕
為
其
腎
村
差
出
瞑
目
上
 
 
 

林
 
常
六
郎
 
 

東
 
六
月
十
六
日
 
 
 

箕
浦
多
平
太
 
 

戌
七
日
廿
≡
日
 
 

熊
野
村
圧
巨
 
大
右
筒
門
 
 

組
 
頭
 
共
 
 

社
人
 
伊
 
勢
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（
謀
）
 
佐
田
虫
（
中
村
軍
七
民
戒
の
記
録
要
約
）
 
 
 

今
か
ら
凡
そ
二
百
五
十
年
前
、
榊
山
神
杜
の
宮
司
梶
山
家
に
偉
大
夫
と
い
う
人
 
 

が
生
九
た
。
幼
少
に
し
て
母
に
先
だ
1
れ
継
母
に
悲
育
さ
れ
た
か
ら
子
供
心
に
も
 
 

弟
右
太
夫
に
神
官
を
譲
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
頃
城
山
の
無
に
あ
つ
た
五
十
免
と
い
 
 

う
殿
家
に
家
出
を
し
た
。
恰
庵
そ
の
家
に
は
稀
に
見
る
一
人
の
美
し
い
女
が
い
た
 
 

入牛  入氏 所 虫   帯 雨  区  
席  
所   送   所乞   

並   
分  

村  
七四一  七四一  ○（⊃五一○⊂）六一  

一一○ 000  8岩8  88888888  ～  高  
＿Ii   ＿？？  （JJ（ ＝－＿！＝－＿？  

ヽ  ヽ ヽ     四  四  五     五     000  000  00000000   石   

000  ○（⊃○  00000000  

所  
感  
料   

九入出 セ五≡三   入六四二  六一入五  匁   

但  但  
千  千  
石  石  
以  以  ニ、申所 候何様暦軍  
上  上  
之  之  

得程内蹄  
者之端入   

村  村  小諸三用   
方  方  附  
者 者  
’百  軍用計餞  

■百  
出二可只   
及供申今  
辻段出超   
計小村区  
≡署内々々  

し細別願  

出要路之  頗啓二出  
蛮 

・  

上等貞   

■  
文  

許多相  
可ク振  
申入メ  
付用候  
右之問  
完≡儀辻  
之モ江  

え
、
恭
蔑
も
佐
太
夫
を
実
子
の
よ
う
に
愛
し
て
一
家
睦
ま
じ
く
暮
し
て
い
た
．
。
 
 
 

翌
年
七
月
、
健
太
天
が
厳
島
神
社
に
参
詣
し
た
時
、
社
前
で
見
知
ら
ぬ
若
者
が
 
 

す
れ
ち
が
っ
て
、
佐
太
夫
の
訣
の
中
に
金
包
を
入
れ
た
の
で
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
 
 

よ
う
と
L
た
が
、
問
う
暇
も
な
く
行
き
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
。
偉
大
天
は
一
日
中
待
 
 

3
．
所
と
う
入
用
の
制
定
 
 
 

祈
と
ケ
入
用
は
時
と
地
区
に
よ
つ
て
不
定
で
あ
つ
た
が
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
六
月
に
一
応
入
用
の
基
準
を
示
し
節
約
 
 

を
は
か
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
雨
乞
等
の
祈
と
う
、
虫
送
り
の
祈
と
う
の
外
次
の
よ
う
に
村
高
に
応
じ
た
レ
ベ
ル
を
 
 

設
定
し
て
い
る
。
 
 

祈
 
祷
 
御
 
定
 
（
矢
野
町
宇
都
宮
民
蔽
、
広
島
市
史
縞
袈
車
写
）
 
 

庄
屋
 
健
太
郎
殿
 
 

謙
次
郎
殿
 
 

組
頭
衆
中
 
 

ロ
 
藩
主
全
快
祈
と
う
 
 

覚
 
 

殿
様
御
不
例
被
為
在
供
二
村
今
日
点
薬
ル
廿
七
日
迄
ハ
為
寸
志
於
八
幡
社
拝
権
現
 
 

佐太夫の墓  

その昔、権勢を誇った同人の基ほ今域之蘭中村停和氏  
の廃前に無言の徳をたたえている8  

の
で
、
不
義
は
 
 

お
家
の
定
め
で
 
 

許
さ
れ
な
い
と
 
 

い
っ
て
民
子
が
 
 

論
議
し
た
結
実
 
 

勘
当
と
な
り
民
 
 

家
に
下
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
つ
 
 

た
。
時
に
享
保
 
 

元
年
（
一
七
一
 
 

大
）
佐
太
夫
が
 
 

十
九
才
の
時
で
 
 

あ
つ
た
。
 
 
 

佐
太
夫
ほ
五
 
 

十
免
家
の
秀
子
 
 

に
な
つ
て
か
ら
 
 

義
母
に
よ
く
仕
 
 

ち
暮
し
た
が
、
若
者
ほ
薬
な
か
つ
た
。
≡
日
間
を
過
し
て
も
若
者
は
再
び
姿
を
あ
 
 

ら
わ
さ
な
か
つ
た
の
で
、
や
む
を
え
ず
、
そ
の
金
包
を
わ
が
家
に
持
ち
帰
っ
た
と
 
 

こ
ろ
、
煙
く
ば
か
り
の
金
額
で
あ
つ
た
の
で
佐
太
夫
は
督
い
た
。
し
か
し
、
佐
太
 
 

夫
は
、
こ
の
金
ほ
神
の
好
け
給
う
た
も
の
で
、
み
だ
り
に
私
す
べ
き
も
の
で
な
い
 
 

と
L
て
、
村
民
に
金
と
金
柑
を
わ
か
ち
与
え
た
。
享
保
画
、
貢
、
六
、
年
頃
ほ
近
 
 

来
に
な
い
大
飢
饉
で
あ
つ
た
。
佐
太
夫
の
恩
蓋
に
泣
い
で
喜
ん
だ
村
民
は
佐
太
夫
 
 

を
請
う
こ
と
普
母
の
如
き
も
の
が
あ
つ
た
。
時
を
径
ず
し
て
偉
大
夫
は
太
村
の
田
 
 

畑
六
謝
を
自
材
と
す
る
大
栗
農
と
な
つ
た
の
で
、
そ
の
頃
の
庄
屋
席
揚
其
は
こ
れ
 
 

を
妖
ん
で
佐
太
夫
を
な
い
も
の
に
し
よ
う
と
L
て
種
々
剖
栗
し
た
が
、
偉
大
天
の
 
 

人
望
が
厚
い
為
目
的
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
 
 
 

間
も
な
く
蓼
母
が
足
を
負
悔
し
て
死
ん
で
し
ま
つ
た
の
で
、
馬
場
は
蒋
翠
し
の
 
 

大
罪
と
い
つ
て
褒
行
屏
に
訴
え
た
。
奉
行
は
数
十
人
の
捕
手
を
率
い
て
偉
大
夫
を
 
 

捕
え
牢
に
入
れ
た
が
、
な
ぜ
か
寒
行
は
百
日
の
間
何
の
調
べ
も
し
な
か
つ
た
。
そ
 
 

の
う
ち
に
冬
も
詐
九
偉
大
夫
は
牢
屋
の
警
左
堰
え
か
ね
た
の
で
、
軍
風
を
防
ぐ
 
 

為
牢
獄
の
中
に
風
よ
け
と
し
て
羽
緻
を
か
け
る
こ
と
を
願
出
た
と
こ
ろ
快
く
許
可
 
 

さ
れ
た
の
で
、
早
速
熊
野
村
の
日
宅
に
連
絡
し
た
。
村
民
は
喜
び
勇
ん
で
わ
れ
も
 
 

わ
れ
も
と
羽
糊
を
持
参
し
、
そ
の
数
ほ
膏
枚
を
超
え
長
持
≡
懐
に
達
し
た
。
 
 
 

奉
行
は
佐
太
夫
の
人
物
の
偉
大
な
の
に
驚
き
、
取
調
べ
も
し
な
い
で
馬
一
頭
を
 
 

与
え
て
帰
村
を
許
し
た
。
そ
の
直
後
、
奉
行
ほ
今
偉
大
表
を
僻
村
さ
せ
る
こ
と
ほ
 
 

火
中
に
投
じ
る
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
、
早
馬
〓
頚
で
後
を
追
わ
せ
た
が
遂
に
間
 
 

に
あ
わ
な
か
つ
た
。
使
者
が
熊
野
村
大
立
山
確
ま
で
薬
て
み
る
と
、
佐
太
夫
は
ま
 
 

さ
に
首
を
打
た
れ
ん
と
し
て
い
た
。
使
者
が
碍
を
摂
っ
て
「
待
て
よ
、
待
て
よ
一
 
 

と
叫
ん
で
馬
に
鞭
を
あ
て
た
瞬
間
、
庄
屋
の
刀
は
す
で
に
う
ち
お
ろ
さ
れ
て
い
 
 

た
。
使
者
が
竣
て
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
時
、
庄
塁
ほ
先
の
合
図
ほ
早
く
殺
せ
と
い
 
 

う
合
図
で
あ
る
と
思
っ
た
と
弁
明
し
た
。
 
 
 

そ
の
年
も
過
ぎ
て
七
月
十
大
目
の
夜
、
庄
屋
馬
場
は
月
見
の
宴
を
催
し
大
い
に
 
 

社
御
武
適
妄
久
之
御
所
醸
執
行
仕
僕
此
段
喪
府
ヲ
鳳
御
願
申
上
供
余
旨
宜
敷
様
懲
 
 

伸
上
可
被
下
儒
∵
以
上
 
 
 

午
（
卦
坂
家
）
音
廿
雷
 
 

社
八
 
大
 
 
隅
 
 

庄
屋
 
 
 

〃
 
 

謙健  
次太  
郎郎  
匡琵殿  
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興
じ
で
お
つ
た
と
こ
ろ
、
言
放
に
か
き
負
り
宮
崎
豪
雨
地
軸
を
ゆ
る
が
し
評
雷
 
 

と
と
も
に
馬
場
は
黒
焦
げ
と
な
り
、
泉
水
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
 
 

そ
の
年
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
貞
が
湧
い
で
稲
を
食
い
倒
し
そ
の
収
痙
は
 
 

一
反
当
り
一
斗
内
外
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
千
厩
ほ
悉
く
死
ん
で
し
ま
っ
 
 

た
の
や
、
村
人
ほ
恐
九
も
の
1
い
て
な
す
縛
を
知
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
虫
の
頭
に
 
 

は
黒
い
烏
帽
子
を
轡
っ
て
い
た
の
で
、
村
民
は
い
つ
し
か
こ
れ
を
佐
太
夫
虫
（
佐
 
 

田
虫
）
と
い
う
よ
う
に
な
つ
た
。
村
人
ほ
協
誘
の
上
榊
山
神
杜
の
神
殿
に
罪
人
形
 
 

を
作
っ
て
、
「
優
太
夫
様
許
し
給
え
」
と
七
月
七
日
夜
所
成
し
た
と
こ
ろ
、
佐
太
 
 

夫
の
魂
が
う
つ
1
た
の
か
、
罪
人
形
は
恰
も
生
き
て
い
る
神
魂
の
よ
う
に
震
動
し
 
 

う
な
づ
い
た
。
そ
の
跡
に
竺
支
杉
の
老
木
が
当
時
の
面
影
を
伝
え
る
か
の
よ
う
 
 

笹
天
に
由
つ
で
契
雪
で
い
る
。
そ
し
で
神
楽
辟
り
を
奉
納
し
佐
太
夫
の
要
を
慰
 
 

め
た
。
 
 

昭
和
十
五
年
十
二
月
、
健
太
夫
を
祭
っ
た
神
社
（
出
来
竪
の
神
体
は
刀
で
あ
 
 

る
が
、
こ
れ
を
村
人
ほ
咤
化
の
刀
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
次
の
よ
う
 
 

な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
 
 

或
時
佐
太
夫
が
公
用
で
旅
を
す
る
途
中
、
蒜
み
L
た
所
に
小
刀
を
置
き
忘
れ
 
 

た
と
こ
ろ
、
そ
こ
を
通
る
村
人
の
隈
に
は
、
そ
の
刀
が
大
蛇
に
化
け
て
佐
太
夫
の
 
 

帰
り
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
こ
と
が
あ
つ
て
ほ
や
敷
石
年
、
町
の
人
ほ
今
な
お
こ
の
物
語
を
炉
辺
の
会
 
 

話
と
し
て
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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