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解
読
文

差
上
申
御
請
書
之
事

此
度
闍
婆
菜
種
被
成
御
渡

村
々
江

不
洩
様
早
速
相
渡
シ

為
蒔
付
可
申
候
旨
被
仰
渡
奉
畏
候

且
又
右
蒔
付

向
并

食
用
油
し
ぼ
り
方
等
之
儀

御
書
付

御
渡
し
被
成
写
致
村
々
江

相
渡
シ

可
申
旨
是
亦
奉
畏
候

尤

右
御
請
書
致
一
冊
差
上
ヶ

勿
論
蒔
付
生
長

食
用
并

百
姓
勝
手
ニ

相
成
リ
否
共
御
訴
書

追
而

差
上
可
申
旨
委
細
被
仰
渡
奉
畏
候

右
為
御
請
印
形
差
上
申
候

依
而

如
件養

沢

村

引

田

村

檜

原

村

横

沢

村

舘

谷

村

高

尾

村

留

原

村

小
和
田
村

五
日
市
村

深

沢

村

闍
婆
菜
種
植
付
様

一
、
二
三
月
頃
蒔
候
事

乍
然
土
地
ニ

八
九
月
頃
蒔
付
候
而

も

宜
候
事

一
、
無
用
之
土
地
江

蒔
付

能
出
耒
候
事

一
、
年
々
樹
之
こ
と
く
ニ

成
刈
取
候
得
者

其
茎

葉
を

咲
（
吹
カ
）

出
し

花
咲
出
候
事

一
、
茎

先
を
四
五
寸
位
ニ

き
り
日
陰
之
所
江

差
候
得
者

根
付

候
事

一
、
壱
根
有
之
候
得
者

何
根
ニ
茂

相
分
り
候
事

一
、
葉
を
時
々
掻
取

食
用
ニ

致
候
事

一
、
春
ニ

至
別
而

味
宜
候
事

一
、
種
子
を
結
候
時
常
々
菜
種
子
を
取
候
様
ニ

取
納
メ
候
事

一
、
油
を
取
候
節
常
々
菜
種
子
を
し
ぼ
り
候
様
ニ

致
候
得
者

沢

山
ニ

出
候
事

現
代
語
訳

御
請
書
を
差
し
上
げ
ま
す

お
う

け
し

ょ

こ
の
た
び
闍
婆
菜
の
種
を
お
渡
し
頂
き

村
々
へ
も
れ

じ

ゃ

ば

な

落
ち
な
い
よ
う
に
す
ぐ
に
渡
し
て
蒔
付
け
さ
せ
る
よ
う

ご
指
示
頂
き
ま
し
た

そ
の
上
栽
培
の
仕
方
や
食
用
油

の
し
ぼ
り
方
な
ど
の
書
付
け
も
頂
き

ご
指
示
通
り
書

か
き
つ

き
写
し
て
村
々
へ
渡
し
ま
し
た

も
っ
と
も

そ
れ
ら
の
ご
命
令
に
つ
い
て
承
諾
の
旨
お

む
ね

請
書
を
一
冊
に
し
て
差
し
上
げ
ま
す

勿
論
種
を
蒔
付

け
生
育
し
食
用
に
使
っ
た
こ
と
や

暮
ら
し
を
立
て
て

ゆ
く
手
段
に
な
る
か

そ
れ
と
も
生
計
の
足
し
に
は
な

ら
な
い
か
等
の
結
果
に
つ
い
て
の
御
訴
書
も

後
ほ

お
う
っ
た
え
が
き

ど
提
出
す
る
よ
う
委
し
い
ご
指
示
が
な
さ
れ
ま
し
た
こ

く
わ

と
承
知
致
し
ま
し
た

右
の
よ
う
な
ご
命
令
に
つ
い
て

承
諾
の
上
お
請
け
の
印
鑑
を
捺
印
し
て
差
し
上
げ
ま
す

う

明
和
四
亥
年
九
月

養
沢
村

引
田
村

檜
原
村

横
沢
村

舘
谷
村

高
尾
村

留
原
村

小
和
田
村

五
日
市
村

深
沢
村

闍
婆
菜
の
種
の
栽
培
方
法

一
、
種
は
二
・
三
月
（
現
在
の
三
～
四
月
）
頃
蒔
く
こ
と

け
れ
ど
も
土
地
（
場
所
）
に
よ
り
八
・
九
月
（
九
～

十
月
）
頃
蒔
き
つ
け
て
も
よ
い

一
、
い
ら
な
い
土
地
（
日
陰
の
田
畑
の
畔
、
山
際
の
土
手

く
ろ

や
ま
ぎ
わ

ど

て

等
の
役
に
た
た
な
い
所
）
に
蒔
い
て
も
よ
く
で
き

る

伊
奈
備
前
守
様

右
惣
代

四
郎
右
衛
門
印

網
代
村五

兵
衛
印

地
方
御
役
所

小
中
野
村

明
和
四
亥

九
月

伊
奈
備
前
守
様

四
郎
右
衛
門
印

網
代
村五

兵
衛
印

地
方
御
役
所

小
中
野
村

右
惣
代

【
裏
面
に
続
く
】
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一
、
毎
年
樹
の
よ
う
に
な
っ
て
茎
を
摘
み
と
る
と

そ
の
残
っ
た

き

下
の
茎
よ
り
葉
を
咲
き
出
し
花
も
咲
き
出
す

（
吹
き
出
し
カ
）

一
、
茎
よ
り
先
を
四
・
五
寸
（
約
十
二
～
十
五
セ
ン
チ
）
位
に
切

り

日
陰
の
所
へ
挿
し
て
お
け
ば
根
が
出
て
つ
く

さ

一
、
壱
株
あ
れ
ば

何
株
に
で
も
ふ
や
せ
る

ひ
と
か
ぶ

な
ん
か
ぶ

一
、
葉
を
時
々
掻
き
と
り
（
手
で
茎
を
折
っ
て
と
る
）
食
用
に
す

る

一
、
春
に
な
る
と
尚
一
層
味
が
よ
く
な
る
（
冬
の
寒
さ
を
通
る
と

甘
味
が
増
す
）

一
、
種
が
で
き
る
時
は
い
つ
も
菜
種
と
同
じ
よ
う
に
と
っ
て
お
く

一
、
油
を
取
る
時
は
い
つ
も
菜
種
油
を
し
ぼ
る
よ
う
に
す
れ
ば
沢

山
の
油
が
で
る

解

説

こ
の
文
書
は
関
東
郡
代
伊
奈
備
前
守
忠
宥
よ
り
当
時
の
小
中

た
だ
お
き

野
村
名
主
四
郎
右
衛
門
（
福
村
家
）
と
網
代
村
名
主
五
兵
衛
（
網

代
家
）
宛
に
下
さ
れ
た
も
の
で
、
幕
府
の
直
轄
領
の
村
々
へ
闍
婆

菜
の
種
を
配
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
す
。
栽
培
の
仕
方
ま
で
書
か

れ
て
お
り
、
そ
の
文
章
か
ら
現
在
も
市
内
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

「
の
ら
ぼ
う
」
の
事
と
推
定
さ
れ
、
食
用
の
足
し
に
な
る
か
、
ま

た
生
計
に
役
立
つ
か
等
、
後
に
報
告
す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
鎖
国
の
時
の
日
本
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
下
に
あ
っ

た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
島
を
経
て
オ
ラ
ン
ダ
船
で
物
資
が
も

た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ジ
ャ
バ
菜
も
ジ
ャ
ワ
島
よ
り
来
た
菜
と
い
う

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ワ
は
昔
の
人
は
ジ
ャ
バ
と
言
い
ま

し
た
し
、
外
国
か
ら
来
た
も
の
を
排
他
的
な
感
情
で
軽
蔑
し
て
そ

の
よ
う
に
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
の
ら
ぼ
う
は
油
菜
科
の
植
物
で
、

そ
の
元
は
地
中
海
が
原
産
地
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

栽
培
の
仕
方
で
一
番
目
に
「
二
月
か
三
月
頃
種
を
蒔
く
と
よ
い

が
、
土
地
に
よ
っ
て
は
八
月
か
九
月
頃
に
蒔
い
て
も
よ
い
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
当
地
方
で
は
こ
の
文
章
の
逆
で

「
八
月
か
九
月
頃
に
蒔
く
と
よ
い
が
、
二
月
か
三
月
で
も
よ

い
」
と
い
う
方
が
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
種
の
配

布
は
西
日
本
以
西
で
の
栽
培
が
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
。

こ
れ
は
全
国
の
幕
領
の
村
々
に
渡
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う

が
、
近
郷
で
は
今
の
と
こ
ろ
、
青
梅
市
新
町
、
埼
玉
県
都
幾

川
、
嵐
山
な
ど
で
同
文
書
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
県
で
も
ほ

と
ん
ど
味
が
同
じ
で
、
呼
び
名
が
違
う
菜
が
あ
り
ま
す
が
、
元

は
同
じ
闍
婆
菜
の
種
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
の
ら
ぼ
う
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
自
然
の
中
で
自
由
奔
放
に
育
つ
た
く
ま
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
名
前
で
す
。
や
ん
ち
ゃ
な
男
の
子
を
呼
ぶ
時
、「
○
○

坊
」
と
呼
ぶ
の
は
当
地
方
で
は
一
般
的
で
し
た
が
、
何
か
共
通

の
野
生
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

の
ら
ぼ
う
は
、
く
せ
の
な
い
菜
で
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
方
が
で

き
ま
す
が
、
五
日
市
地
方
の
「
の
ら
ぼ
う
」
は
格
別
お
い
し
い

と
定
評
が
あ
り
ま
す
。

尚
、
具
体
的
に
書
か
れ
た
文
書
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
種

が
配
布
さ
れ
た
明
和
年
間
も
飢
饉
の
中
で
庶
民
は
飢
え
を
凌
ぐ

の
に
必
死
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
の
ら
ぼ
う
菜
は
茹
で
て
も

目
減
り
せ
ず
、
空
き
腹
を
満
た

し
て
く
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
の
天
明
、
天
保
の
飢
饉

に
も
助
け
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ

れ
ま
す
。

五日市郷土館内旧市倉家住宅前の「のらぼうの畑」摘みとった「のらぼう」

のらばう


