
第
二
節

廃
藩
置
県
後
の
地
域
社
会
の
変
化

1 

一
戸
籍
に
よ
る
人
民
の
把
握

壬
由
甲
一
戸
籍
と
「
四

民
平
等
L

政
策

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
、
政
府
は
戸
籍
法
を
公
布
し
、
こ
れ
を
全
国
で
画
一
的
に
実
施
し
た
。
こ

の
法
令
に
よ
る
一
戸
籍
は
、
明
治
五
年
中
に
作
成
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
年
の
干
支

の
名
を
と
っ
て
、
ィ
士
山
中
一
戸
籍
と
よ
ば
れ
た
。

た
だ
し
三
府
（
東
京
・
京
都
・
大
阪
）
お
よ
び
開
港
場
を
も
っ
府
県
は
、
す
ぐ
に
作
成

に
入
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
閲
港
場
神
戸
を
も
っ
兵
庫
県
も
こ
れ
に
従
っ
た
。

八
部
郡
各
村
で
は
、
明
治
四
年
八
月
に

戸
籍
の
作
成
を
具
体
的
に
始
め
た
。
藍
那
村
で
は
翌
年
五
月
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
お
り
、
市
域
中
の
兵
庫
県
管
轄
区
域
の
町
村

で
も
、
同
様
に
戸
籍
作
成
が
進
行
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
戸
籍
の
特
徴
は
、
そ
の
前
文
で
間
家
が
保
護
す
べ
き
人
々
な
一
般
的
に
把
握
す
る
と
述
べ
て
い
る
点
に
明
確
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
、
人
々
を
身
分
で
な
く
、
居
住
地
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
戸
籍
で
は
、
翠

族
（
旧
大
名
・
公
家
）
・
士
淡
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
々
を
居
住
地
の
家
番
舶
に
記
載
し
た
。
こ
の
点
で
こ
の
一
戸
籍
は
、
身
分
に
よ

り
帳
面
を
別
に
す
る
そ
れ
ま
で
の
兵
庫
県
戸
籍
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
人
々
を
国
民
と
し
て
一
般
的
に
把
握
す
る
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こ
と
に
そ
の
主
旨
を
置
い
て
い
た
た
め
、
兵
膝
県
一
戸
籍
に
あ
っ
た
土
地
所
有
や
詳
細
な
職
業
記
載
と
い
う
社
会
調
査
的
な
側
面

は
な
く
な
っ
た
。

七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
統
治
身
分
と
し
て
の
士
族
が
解
体
し
、
政
府
の
官
僚
が
統
治
を
一
一
克
的
に
担
う
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
受
け
て
、
こ
の
戸
籍
を
端
緒
と
し
て
始
ま
っ
た
身
分
に
よ
る
区
別
を
つ
け
な
い
行
政
は
、
全
般
的
に
「
四
民
一
平
等
い
政
策

へ
と
拡
大
し
て
い
く
。

八
月
に
は
、
華
士
族
一
千
民
間
の
通
婚
の
許
可
、
え
た
・
非
人
な
ど
の
称
を
麗
し
、
身
分
職
業
と
も
平
氏
関
様
と
す
る
賎
民
身

分
の
廃
止
（
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
）
、

無
礼
打
ち
な
ど
の
武
士
の
特
権
廃
止
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
ま
た
明
治
五
年
一
月
に

改
正
さ
れ
た
戸
籍
法
で
は
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
住
民
の
土
地
移
動
を
制
制
限
す
る
慌
替
官
庁
の
許
可
制
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
一
戸
籍
に
お
け
る
身
分
記
載
は
原
則
的
に
廃
止
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
み
た
臨
那
村
の
宗
門
人
別
改
五
人
組
帳
で
は
、

廃藩援県後の地域社会の変化

大
工
や
木
挽
が
主
人
の
家
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
壬
申
一
戸
籍
の
控
え
で
は
、
こ
の
よ

う
な
従
属
身
分
は
い
っ
さ
い
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

旧
来
、
町
や
村
と
い
う
一
也
分
は
、
町
な
ら
ば
町
人
身
分
の
者
が
居
住
し
、
村
な
ら
ば
主
と
し
て
農
民
か
ら

一
戸
籍
法
と
行
政

組
織
の
変
化

な
る
百
姓
身
分
の
者
が
居
住
す
る
と
い
う
よ
う
に
身
分
と
切
り
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
戸
籍
法
は
、

身
分
に
よ
ら
ず
居
住
地
を
基
礎
と
し
て
人
身
把
握
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
身
分
と
誼
結
し
た
町
や
村
と
異
な
る
、
新
た

な
一
戸
籍
業
務
の
た
め
の
ほ
翻
（
一
戸
籍
区
）
と
業
務
を
取
り
扱
う
人
物
（
戸
長
）
を
置
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
戸

第二節

籍
ぽ
一
は
、
近
世
以
来
の
村
を
七
、

八
カ
村
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

第
一
次
兵
庫
県
は
、
明
治
四
年
八
月
十
四
日
、
県
内
を
六
回
区
の
戸
籍
区
に
分
け
た
。
市
域
は
、
神
戸
お
よ
び
周
辺
農
村
が
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第
一

K
か
ら
第
五
区
、
兵
庫
津
が
第
六
一
以
…
か
ら
第
一

O
区、

八
郎
郡
が
第
一
一
阪
か
ら
第
一

有
潟
市
が
第
一
間
足
か
ら

第
二
ハ
在
、
菟
原
郡
が
第
一
八
区
か
ら
第
一
一

O
区
に
屈
し
、
各
…
弘
に

一
人
が
置
か
れ
た
。

こ
の
区
割
は
、
旧
幕
府
鎮
の
組
合
村
を
基
準
と
し
て
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
一
区
は
下
灘
組
と
同
じ
、

第
一
二
区
は
神
戸
近
郊
を
除
く
中
灘
組
各
村
、
第

は
山
間
組
と
同
じ
、
第
一
八
阪
は
芦
屋
組
、
第

九
区
は
新
在
家
組

と
ほ
ぼ
向
じ
で
あ
り
、
第
二

O
区
は
、
熊
内
’
犯
と
科
回
総
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
戸
籍
区
決
定
に
あ
た
っ
て
、

3
K
斗
im

、

吋
H
－ノ

B
U
‘

下
灘
組
諸
村
と
中
灘
組
の
う
ち
神
戸
近
辺
を
除
く
山
手
の
日
妙
法
寺
・
奥
妙
法

－
率
・
尚
川
の
問
村
を
一
つ
の
一
戸
籍
区
と
す
る
こ
と
を
計
額
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
一
ト
灘
組
は
、

八
月
八
日
、
山
手
の
村
と

は
地
源
的
に
離
れ
て
い
る
こ
と
、
寅
租
の
納
入
を
は
じ
め
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
組
合
村
が
行
政
上
の
主
要
注
位
践
に
あ
っ
た
こ

と
な
主
張
し
て
分
離
な
岐
願
し
、
こ
れ
を
認
め
さ
ぜ
た
。

そ
の
結
果
山
手
の
山
村
は
第
一
一
一
広
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る

な
ら
組
合
村
と
一
戸
籍
区
と
の
基
本
的
一
致
は
、
川
中
に
県
の
施
策
と
し
て
そ
う
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
村
の
側
か
ら
も
期

待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
戸
籍
区
は
、
第
二
次
兵
庫
県
成
立
に
よ
る
管
轄
区
域
の
変
動
に
よ
り
、
明
治
五
年
二
月
、
五

O
区
に
編
成
を
変
え
ら
れ
た
。

市
域
で
は
尼
崎
寵
領
や
一
一
一
閃
藩
領
を
含
め
た
区
間
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

区
の
呼
称
悉
号
が
変
更
さ
れ
た

（
山
一
氏
関
6
）。

ま
た
同
時
に
、
兵
庫
県
は
一
戸
長
給
与
の
徴
収
方
法
を
、
点
叫
向
田
も
含
め
た
現
人
口
一
人
に
つ
き
年
間
一
銭
と
決
め
た
。

兵
庫
県
の
戸
籍
一
院
が
侶
組
合
村
を
基
本
的
単
位
と
し
、
村
側
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
一
戸
籍
区
に
戸
籍
の
作
成

と
管
理
以
上
の
意
味
を
も
た
ぜ
て
い
っ
た
。

第
一
一
一
院
で
は
、
旧
総
代
庄
屋
で
あ
る
武
井
善
左
衛
門
が
一
戸
長
に
就
任
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
総
代
庄
農
は
名
目
的
に
は
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廃
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
武
井
の
就
任
は
、

総
代
庄
屋
の
機
能
を
戸
長
に
も
た
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
明
治
四
年
十
二
月
、
武
井
は
…
一
一
色
に
当
た
る
村
々
の
総
代
と
し
て
、
一
戸
長
名
で
旧
滞
へ
の
貸
借
関
係
が
な
い
こ
と
を
県

こ
二
わ
し
こ
o

t
I
J
E
1
、7

翌
明
治

区
の
諸
村
は
、
各
村
の

名
主
・
年
寄
の
連
印
の
も
と
に
瓦
カ
条
に
わ
た
る
「
村

の
一
月
に
は
、
第

々
規
則
」
を
つ
く
り
、
こ
の
状
況
を
制
度
化
し

こ
こ
で
は
戸
長
は
、

け
で
な
く
「
御
用
万
端
」
を
勤
め
る
も
の
と

さ
れ
た
。
ま

の
選
出
は
組
内
村
々
よ
り
見
立
て
、
県
庁
が
決
定
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

の
あ
り
方
は
、

際
に
は
ほ
と
ん
ど
出
来
の
総
代
庄
屋
の
あ
り
方
と
変
ら
な
い
も
の
だ
っ

な
お
規
則
川
で
は
、
一
戸
長
の
事
務
の
補
佐
に
、
村
々
で
栴
談
の
上
、
副
長
を
段
く
と
し

こ
の
時
長
設
霞
に
つ
い
て
は
、
羽

治
五
年
間
月
、
武
井
戸
長
か
ら
も
削
除
に
嘆
願
さ
れ
て
い
る
が
、
実
現
し
な
い
う
ち
に
、
後
に
述
べ
る
大
一
弘
小
底
部
と
い
う
抜
本

廃液i置j築後の地域社会の変化

的
な
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
戸
籍
法
は
、
明
治
四
年
七
月
に
出
さ
れ
た
大
小
神
社
氏
子
取
調
規
則
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
競
則
に

よ
り
す
べ
て
の
人
民
は
、
ど
こ
か
の
神
社
の
氏
子
と
な
り
、
氏
子
札
を
持
つ
こ
と
が
強
制
さ
れ
た
。

し
か
も
他
所
へ
軽
府
し
た

場
合
、
そ
こ
の
神
社
の
氏
子
札
を
併
わ
せ
持
つ
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
神
社
の
氏
子
で
あ
る
こ
と
は
、
倒
別
の
神
社
へ
の
人
々

の
信
仰
の
問
題
と
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
悶
山
本
の
宗
犯
と
さ
れ
た
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
托
体
系
に
、
一
戸
籍
に
よ
っ
て
把

擢
さ
れ
た
全
開
す
べ
て
の
人
々
を
組
み
込
み
、
彼
ら
が
す
べ
て

に
よ
る
統
治
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す

第二節

る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
氏
子
取
調
べ
の
業
務
に
お
い
て
戸
籍
を
扱
う
一
戸
長
の
佼
詫
が
梅
め
て
重
要
で
あ
っ

氏
子
札
の
受
け
渡
し
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壬$戸籍作成に関する第11区内氏神および氏子調査（明治5年 3月）表 19

村

長回村・商代村・池田村・西須磨村・東尻池村

fili尻i也村・吉田新町

駒ケ林村・野区！村・板宿村・大手村・東須磨村

御崎村

多弁畑村

子氏

727戸

861戸

19戸

77戸

在

長田村

大手村

御崎村

多井焔村

所社

長田社

吉正誠社

八幡社

八幡社

h
M制
ιa

舟
刈

γ

や
死
亡
し
た
場
合
そ
の
返
還
一
一
は
、
夜
接
本
人
と
神
官
の
間
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
必

ず
戸
長
を
介
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

板
宿
組
の
場
合
、
一
戸
籍
取
調
べ
と
氏
子
札
（
守
札
）
お
よ
び
家
番
が
書
か
れ
た
表
札
の
配
布

は
問
時
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
氏
子
札
六
千
六
百
枚
は
、
一
戸
長
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
兵
庫
津

の
指
物
屋
宋
兵
衛
へ
註
文
さ
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
三
月
に
第
一
一
区
の
武
井
戸
長
は
、
氏

子
の
謂
査
を
県
に
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
氏
子
取
調
べ
・
戸
籍
作
成
と
も
、

芯
終
了
し
た
よ
う
で
あ
る
（
表
的
）

0

し
か
し
、
特
定
の
神
社
と
深
く
結
び
つ
き
、
祭
礼
の
と
き
の
参
加
権
な
ど
町
や
村
の
構
成

員
の
権
利
に
も
関
係
し
て
い
た
氏
子
の
性
格
を
、
地
域
に
居
住
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
を

一
般
的
に
対
象
と
す
る
行
政
の
論
理
に
詑
う
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
政
府
に
よ
る
氏
子
取
調
べ
は
、
平
く
も
翌
明
治
六
年
五
月
に
は
中
止
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

資料：「武井線放会文怒J

統
治
身
分
と
し
て
の
武
士
、
な
解
体
し
た
点
で
「
四
民
平
等
」
政
策
は
大
き

「
四
民
平
等
」

政
策
の
影
響

な
意
味
を
も
っ
た
が
、
他
人
で
は
な
く
村
を
単
位
と
し
た
租
税
徴
収
で
あ

る
村
請
制
の
継
続
や
、
士
族
へ
の
秩
禄
支
給
な
ど
、
身
分
に
よ
り
閉
山
本
へ
の
義
務
や
権
利
に

は
な
お
違
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
町
村
の
具
体
的
な
運
営
自
身
も
、
近
世
以
来
の
身
分
的
な
秩

序
を
引
き
継
い
で
い
た
。
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し
か
し
っ
閉
毘
平
等
」
を
統
治
の
原
刻
と
し
た
こ
と
は
、
身
分
的
な
関
係
を
な
お
前
提
と
す
る
村
や
組
合
村
の
運
営
に
も
影

響
を
与
え
た
。

そ
の
一
つ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
L

で
あ
る
。
明
治
凶
年
十
…
月
に
提
出
し
た
「
解
放
令
」
に
対
す
る
請
書
で
、
明
石
郡

の
あ
る
か
わ
た
村
は
、
こ
れ
か
ら
は

こ
£
っ
こ
コ
ゃ
ニ
山
屯
つ
、

、f
，T

ふ

J

6

7
カ
Fョ

「
賎
業
」
に
就
か
な
い
よ
う
に
し
て
つ
百
姓
一
遍
大
切

に
相
勤
め
申
す
べ
く
候
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
「
賎
業
」
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
て
い
る
と
彼
ら
が
考
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
糸
川
加
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、

「
賎
業
」
を
止
め
て
実
態
と
し
て
も
コ
自
姓
」
に
な
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
菟
原
郡
の
村
で
は
明
治
四
年
名
を
「
新
生
村
L

と
変
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
同
様
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
実
際
に
移
す
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
か
わ
た
村
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
諸
権
利
に
格
差
を
つ
け
て
い

廃混在寵県後の地減社会の変化

た
周
辺
の
村
と
の
緊
張
関
係
な
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
姫
路
県
で
は
、
十
月
神
崎
郡
を
中
心
に
「
解
放
令
」
に
対
す
る
農

民
の
不
満
が
契
機
と
な
っ
て
、
政
府
の
「
四
民
平
等
」
政
策
に
皮
対
す
る
大
規
模
な
一
挟
が
起
こ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
請
書

は
、
こ
の
一
挟
へ
の
対
処
と
し
て
出
か
わ
た
村
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
で
、
話
番
で
は
、
隣
村
と
の
関
係
は
慎
重

に
お
こ
な
い
、
み
ず
か
ら
強
引
に
交
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
職
業
が
自
由
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
隣
村
と
の
口
論
を

引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
慎
ん
で
行
動
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
住
吉
村
で
は
、
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
権
利
の
問
題
と

し
て
こ
れ
が
あ
ら
わ
れ
た
。
住
吉
村
と
近
隣
の
魚
崎
村
・
横
農
村
・
野
寄
村
・
岡
本
村
・
問
中
村
・
西
青
木
村
を
合
せ
た
七

第二節

カ
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
住
合
神
社
で
は
、
神
社
の
大
き
な
祭
り
と
し
て
六
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
夏
祭
り
が
あ
り
、
そ
の
際
に

は
み
こ
し
が
各
氏
子
村
を
廻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
み
こ
し
は
、
七
カ
村
が
回
り
持
ち
で
か
つ
い
で
い
た
。
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し
か
し
、
彼
恭
一
切
別
部
落
の
み
は
、
こ
の
間
訴
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
を
う
け
て
以
後
の
別
治
五
年

の
祭
礼
に
際
し
て
、
被
差
別
部
落
は
平
等
に
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
要
求
を
出
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
拒
一
合
さ
れ
た
た
め
実
現
し

な
か
っ
た
。
明
治
十
二
年
ふ
た
た
び
要
求
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
要
求
に
拭
し
き
れ
な
い
と
村
々
が
考
え
た
た
め
か
夏
祭
り
で

の
λ
こ
し
か
つ
ぎ
は
中
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
秋
の
祭
礼
で
も
か
つ
が
せ
る
よ
う
要
求
が
提
出
さ
れ
た
が
、
戸
日
記
が
こ
れ
を
処
理

し
な
か
っ
た
た
め
、
兵
隙
裁
判
所
へ
十
月
ご
ろ
被
差
別
部
落
の
側
か
ら
、
訴
え
が
出
さ
れ
た
。

兵
庫
裁
判
所
は
一
戸
長
を
十
月
十
一
日
呼
び
出
し
て
説
諭
を
お
こ
な
っ
た
。
裁
判
所
か
ら
被
差
別
部
落
の
人
々
に
も
か
つ
が
せ

る
方
向
で
説
諭
さ
れ

は
、
村
内
各
町
に
こ
れ
を
は
か
っ
た
と
こ
ろ
寸
先
例
」
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
を
拍
否
す
る

と
の
返
終
が
戸
長
へ
行
わ
れ
た
。
こ
の
た
め

に
大
阪
上
等
裁
判
所
に
控
訴
が
行
わ
れ
た
。
明
治
十
五
年
二
月
十
六
日
、
上

等
裁
判
所
は
人
こ
し
を
改
装
し
た
際
、
出
金
が
な
か
っ
た
こ
と
、
祭
典
貨
な
出
し
て
い
る
こ
と
は
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
政
援
の
恨

拠
と
な
ら
な
い
こ
と
を
理
出
に
、
被
品
川
町
別
部
落
側
の
主
張
を
退
け

そ
こ
で
、
被
差
別
部
落
側
は
さ
ら
に
大
策
院
へ
の
上
告
に
い
た
り
、
み
こ
し
改
装
に
出
金
し
な
か
っ
た
こ
と
は
近
世
に
お
い

て
え
た
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
他
町
で
は
改
装
以
降
移
転
し
て
き
て
出
金
し
て
い
な
い
者
も
み
こ
し
を
か
つ
い
で
い
る
、
「
今

ぞ

う

ほ

う

い

っ

し

ど

う

じ

ん

日
、
明
治
ノ
聖
代
一
一
遭
逢
シ
磯
多
ノ
称
ヲ
廃
セ
一
ブ
レ
一
視
同
仁
権
義
均

ノ
人
民
い
で
あ
る
か
ら
住
民
と
し
て
祭
礼
に
参
加
す

る
の
は

ノ
条
煎
い
で
あ
る
、

ま
た
明
治
四
年
以
降
祭
典
の
費
用
主
平
等
に
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
負
担
の
義
務
を

負
わ
せ
な
が
ら
権
利
は
与
え
な
い
と
い
う
の
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
明
治
十
五
年
九
月
二
十
六
日
、
大
審
院
は
こ
の
主

張
を
ほ
ぼ
認
め
、
み
こ
し
か
つ
ぎ
に
こ
の
被
差
別
部
落
の
参
加
を
拒
一
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。
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徴
兵
令
の

制
定

身
分
と
し
て
の
士
族
の
解
体
は
、

か
れ
ら
が
軍
事
力
を
担
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
れ
と
か
わ
る
身
分
に
基
づ
か

な
い
新
た
な
統

的
軍
事
力
の
創
出
を
必
要
と
し
た
。
明
治
六
年
一
月
九
日
、
罰
内
の
治
安
維
持
を
中
心
と
す

る
軍
事
機
構
が
、
東
京
・
仙
台
・
名
古
麗
・
大
阪
・
広
島
・
熊
本
の
六
鋲
合
制
に
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
軍
事
力
の
担
い
手
は
、

樹
氏
皆
兵
主
義
に
も
と
づ
く
徴
兵
制
度
に
求
め
ら
れ
た
。

徴
兵
制
度
は
、
明
治
五
年
十
二
月
二
十
八
日
の
全
悶
徴
兵
の
証
書
お
よ
び
｛
徴
兵
告
諭
」
と
、
こ
れ
を
具
体
化
し
た
徴
兵
令

が
明
治
六
年
一
月
十
日
に
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
徴
兵
方
法
は
満
一
一

O
歳
の
男
子
を
徴
し
て
徴
兵
検
夜
、
を
お

こ
な
い
、
合
格
者
か
ら
抽
選
で
、
各
鋲
ム
ロ
に
必
要
な
兵
数
だ
け
服
務
さ
せ
る
も
の
だ
っ

服
務
期
間
は
常
術
家

ii三

度
の
短
期
服
務
期
間
が
課
さ
れ
る
二
年
の
第
一
後
備
軍
と
、
特
別
の
招
集
に
そ
な
え
る
第
二
後
備
軍
一

の
合
計
七
年
間
と
さ

れ
た
。
支
た
一
七
歳
か
ら
問
。
成
ま
で
の
男
子
ば
全
員
悶
m
山
市
と
し
て
兵
籍
に
登
録
さ
れ
、
非
常
の

に
は
動
員
さ
れ
る
こ
と

路滞夜j築後の地域社会の変化

こ
£
っ
こ
o

I

T

T

 

徴
兵
令
に
は
、

そ
れ
は
①
肉
体
的
態
巾
（
身
長
不
足
な
ど
て

③
官
吏
や
政
府
の
許
可
し
た

お
お
く
の
免
役
条
項
が
あ
っ
た
。

学
校
生
徒
・
洋
行
者
、

そ
の
相
続
者
（
嗣
子
・
養
子
・
独
予
・
独
孫
な
ど
）
で
あ
り
、
＠
の
条
項
は
徴
兵
に
よ
っ
て
重
要

な
労
働
力
が
う
ば
わ
れ
る
こ
と
で
、

家
業
の
総
持
と
租
税
の
負
担
が
不
可
能
に
な
ら
な
い
よ
う
に
も
う
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
沼
代
人
料
子
七

O
円
を
納
入
す
れ
ば
、
常
備
・
後
備
と
も
免
役
さ
れ
た
。
こ
の
額
は
下
級
官
員
の
年
俸
に
ひ
と
し

く
（
一
三
等
出
仕
で
二
四
O
円
）
、
よ
ほ
ど
の
資
産
家
で
な
け
れ
ば
出
金
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
。

第二節

徴
兵
令
の
随
行
江
、
新
た
な
負
担
を
人
々
に
課
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
耐
火
胞
に
対
し
て
各
地
で
一
撲
を
と
も
な
う
抵

抗
を
う
け
た
。
徴
兵
令
の
趣
旨
止
を
開
解
し
な
い
も
の
が
騒
い
で
い
る
と
い
う
認
識
の
下
、
兵
庫
県
は
、
そ
の
実
施
に
お
い
て
直
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接
の
任
に
あ
た
る
各
村
の
戸
長
・
副
一
戸
長
・
什
長
ら
に
徴
兵
令
の
趣
旨
を
徹
底
し
、
そ
の
事
業
に
協
力
す
る
よ
う
説
得
を
つ
よ

め
た
。
兵
庫
県
第
一
一
一
夜
（
泊
板
宿
組
）
で
は
、
明
治
六
年
五
月
、
こ
の
よ
う
な
説
諭
に
対
し
て
、
一
戸
長
・
副
一
戸
長
・
什
長
、
各
村

一
一
一
人
お
よ
び
区
長
代
潔
が
、

rM村
の
村
民
に
対
し
て
徴
兵
令
へ
協
力
す
る
よ
う
説
得
す
る
と
い
う
内
答
の
詩
書
に
印
鑑
合
押
し

て
県
に
提
出
し
た
。

こ
の
の
ち
徴
兵
の
た
め
の
調
査
が
始
ま
り
、

区
で
は
八
月
に
は
終
了
し
た
。
そ
の
結
果
は
国
民
家
に
編
入
さ
れ
る
者

間
山
八
人
、
二

O
歳
の
徴
兵
者
二
ハ
入
、
免
役
願
者
六
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
翌
年
九
月
の
謂
査
で
は
こ

O
歳
の
徴
兵
年
齢
者

一
一
三
八
人
中
・
免
役
該
当
者

三
人
と
な
っ
て
お
り
、
正
倒
的
多
数
が
免
除
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
前
日
記
の
条
件
に
mm
ら
し

て
考
え
る
と
多
く
の
も
の
は
、
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
り
一
戸
主
お
よ
び
そ
の
相
続
人
の
規
定
を
つ
か
い
、
徴
兵
か
ら
逃
れ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

明
治
十
年
に
西
南
戦
争
が
九
州
で
起
こ
り
、
徴
兵
制
の
軍
隊
が
実
戦
に
か
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
徴
兵
適
格
者
は
次

々
徴
兵
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
戦
場
へ
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
は
強
か
っ
た
よ
う
で
、
魚
崎
村
か
ら
大
阪
鎮
台
ヘ
エ

兵
と
し
て
徴
兵
さ
れ
た
者
は
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
よ
う
な
者
へ
の
探
索
を
つ
よ
め
、
親
類
に
対
し
て

見
つ
け
次
第
再
入
営
さ
せ
る
と
の
詩
惑
を
提
出
さ
せ
た
。

徴
兵
忌
避
に
よ
っ
て
免
役
者
が
政
府
の
意
図
を
こ
え
て
拡
大
し
た
た
め
、
兵
員
数
が
不
足
す
る
事
態
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
政

府
は
徴
兵
忌
避
を
防
ぐ
た
め
、
明
治
十
二
年
（
養
子
条
件
の
制
限
な
ど
て
十
六
年
（
代
人
制
の
廃
止
と
免
除
を
や
め
、
猶
予
に
変
更
な
ど
）

一
一
十
二
年
（
猶
予
規
定
の
廃
止
）
と
徴
兵
令
の
改
訂
を
お
こ
な
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
ほ
ぼ
国
民
皆
兵
主
義
の
突

態
が
そ
な
わ
り
、
そ
の
も
と
で
徴
兵
忌
避
者
の
処
分
も
厳
し
く
な
り
、
刑
事
罰
に
処
し
た
う
え
で
優
先
的
に
徴
兵
す
る
こ
と
と
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な
っ
た
。
こ
の
改
正
は
徴
兵
忌
避
へ
の
対
処
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
初
鮮
と
の
緊
張
関
係
が
高
ま
っ
た
た
め
起
き
た
壬

午
（
十
五
年
）
、
昭
市
中
（
十
七
年
）
両
事
変
以
降
の
軍
事
力
の
増
強
路
線
が
あ
っ
た
。
軍
隊
の
編
成
の
上
で
も
こ
の
年
に
は
、
菌
内
治

安
を
主
な
釘
的
と
す
る
鎮
台
制
が
、
海
外
へ
の
派
兵
を
基
本
と
す
る
師
団
制
に
改
め
ら
れ
た
。

2 

大
区
小
一
区
制
期
の
地
方
行
政

兵
療
摩
川
の

一
九
区
制

廃
藩
夜
間
除
後
間
支
配
身
分
で
あ
る
士
族
も
ふ
く
め
た
す
べ
て
の
土
地
人
誌
の
把
握
が
一
元
的
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
た
め
、
戸
籍
業
務
だ
け
で
な
く
、
地
域
運
営
は
全
体
と
し
て
、
身
分
か
ら
間
住
地
に
も
と
づ
く
も
の

に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
明
治
五
年
四
月
九
日
、
政
府
は
農
民
身
分
の
役
職
で
あ
る
庄
屋
・
名
主
・
年
寄
な
ど
を
す
べ
て
廃
止

廃液i亙j県後の地域社会の変化

し
、
土
地
人
民
に
関
係
す
る
一
切
の
事
件
を
あ
っ
か
う
役
職
と
し
て
こ
れ
を
戸
長
・
則
一
戸
長
と
改
称
す
る
こ
と
を
布
告
し
た
。

こ
の
法
令
に
よ
っ
て
、

・
名
主
な
ど
の
良
民
’
身
分
に
も
と
づ
く
役
職
と
、
一
戸
籍
に
も
と
づ
く
一
円
一
長
と
戸
籍
区
が
廃
止
さ
れ
、

新
た
に
身
分
に
関
係
な
く
地
減
全
体
を
統
括
す
る
区
間
・
制
度
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
兵
隊
県
は
、
低
価
に
大
小
が

な
か
っ
た
が
、
飾
磨
県
で
は
、

ほ
ぼ
部
単
位
を
大
一
民
と
し
、
組
合
村
単
位
を
小
区
と
し
た
。
飾
磨
県
の
よ
う
に
区
闘
を
大
夜
・

小
区
の

一
段
階
に
わ
け
た
府
県
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
大
悲
小
区
制
度
と
い
う
。

兵
庫
県
で
は
、
こ
の
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
地
方
制
度
の
大
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

間
米
の
一
戸
籍
区
二
、

区
程

第二節

度
の
区
闘
な

区
と
し
、
県
下
を
一
九
一
弘
に
区
分
し
た
た
め
、
こ
れ
な

九
区
制
と
い
う
。
神
戸
市
域
で
は
、
こ
れ
に
よ
り
神

…p
が
第
一
一
弘
、
兵
庫
お
よ
び
旧
中
灘
組
の
村
が
第
二
区
と
な
り
、
八
部
部
の
出
第
一
一
区
が
第
一
一
一
区
に
、
菟
原
郡
の
旧
一
間
庶
・

近代・現代歴史編W137 



、，、 、 ,( ：＿，叫二：:.-1:、九＇，←ー．一

同国国剛山県界
守、えよi二~~ 主主主〆 生里子1、＼

下、べ..: 

区 長

j司 長

国1戸長

什長

一一一部界・大区界（鈴JffW¥) 宅 f ’＇ ,, " 
一一ー一“小B:1平（郎守主 ~\l) ・区界（兵路渓）

現夜の神戸市界

原ム、、ノンJスコ·~·守
Y＇是＼

（ ）内は統合郊のi日区番号

第

l濁 6

~＼ (49・50）人

虫、‘ 19区＼
叶圏 i2 .／~·＇ 
誌＼ち p ーノ＼ ! 

~ jまえ ／句、、J '" -・' 
B ，一，，
－・、．ム＂～午 c:.

園よ．成お／〈＼＼ー、 F詣．、、
荘、／、、＼
上、 ＿／ ・., 

(13），：ー＼白（16-17人、＼
4区 f ¥ 6援す＼ ¥ 

稲川’（14・ 15/,, ＼沼＼
…ー‘

持？ とJ::J / ! 5 区 ＼イ主

布1索 ／正f～3f ；~引吉
I ロ ''"! I I "" しそd 討{;"1 ' .... ...... ~ ＂＂＇と I I• f< 

12 t臼l、妙／二￥i区（ i~ 
'111 ＼婆－－＜ ，子1神 lρ

、Vシ，－；玉、、 3. tーとi
2 IRぜ m 、［買 'f'>
(12）八日＼－ ~ 

ず＼ーノ（II) しき「＼（ト10)

5a 3区 γ
O 5km 
ゐ，..........＿＿ふ－＇・－必欄・d

明治 5 年の区 j~J

表 20 19区ffjljにおける区長・戸長・副戸長・什長の職指lj（兵感県）

111告布迷の区内への述迷・戸籍事務・風俗規制・イ十長決定・区内諸事上

Fi3など。

布告布達の村内への通達・戸籍調・風俗士見ililJ・什長選定・村内諸事上

申・租税とりまとめ

戸長に準じる

区長・戸長からの伝達を各戸に通迷，戸籍調，租税区入費村主主の割り当

て
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五
区
が
第
五
区
、
旧

六
区
・
一
七
誌
が
第
七
区
と
な
り
、
有
馬
郡
の
旧
四
六
区
・
四
七
区
・
閉
八
一
弘
が
第
一
八
区
に
、
旧

四
九
一
弘
・
忍

O
区
が
第
一
九
区
と
な
っ
た
（
図
6
）。

が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
区
ご
と
に
区
長
も
し
く
は
副
区
長
一
名
が
お
か
れ
、
彼
ら
を
中
心
に
区
で
の
諸
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
「
会
議
所
｝

ま
た
各
村
に
は
一
戸
長
と
副
一
戸
長
が
お
か
れ
、
さ
ら
に

村
内
一

O
一
戸
を
標
準
に
什
交
が
お
か
れ
た
。
県
に
よ
る
各
役
員
の
職
掌

は
表
却
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
区
長
（
区
）
i
十
一
戸
長
（
村
）
↓
什
長
と
い
う

県
の
命
令
の
伝
達
遂
行
が
系
統
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
県
全
体
と
し
て

は
、
県
庁
と
は
別
に
総
区
事
務
所
が
お
か
れ
、
こ
こ
に
区
長
の
う
ち
五

名
程
度
が
間
合
区
長
と
し
て
詰
め
、
県
庁
と
各
小
区
と
の
連
絡
に
あ
た

廃昔年程県後の地域社会の変化第二節

「副戸長人選宇L入」
E貫流池村

写真 17

') 

区
長
・
戸
長
の

出
は
、
区
域
内
各
一
戸

に
よ
っ
て
入
札
し
、

そ
れ
を
封
印
し
た
ま

ま
県
庁
に
は
こ
び
、

そ
こ
で
開
票
す
る
と

い
う
方
法
が
と
ら
れ

《
一
幹
－
紘
吋

ト一詩人
1A一

謬
洲
市
議
苧
執
務
齢
昨
季
I

M

仲
…
喜
子
考
持
品
都
川

，
方
法
事
一
宮
戒
す
考
人
戸
ゑ
’

；
ま
五
五
五
車
i
f

世
叡
料
、
尋
常
季

1

y
本

hwふ
額
鯵
4

妻

i

f
p
仲
人
議
ぢ
t
4ヘ
桝

r

l
ぷ
？
ー

k
p
M
V
i
l
b
A

作
事
？
弥
長

M
F
9館料ゑテ
j
i

P
A
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た
。
閥
一
戸
長
は
、
医
長
開
票
の
上
、
県
庁
に
結
果
と
入
札
の
札
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

什
長
に
つ
い
て
は
、
区
長

一
戸
長
相
談
の
上
で
選
任
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
方
法
に
は
、
入
札
に
つ
い
て
途
中
で
探
惑
が
お
こ
る
こ
と
の
防
止
と
、
区
宮
沢
・

一
戸
長
の
最
終
選
任
権
の
mm
に
よ
る
確
保
と
い
う
二
つ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

な
お
入
札
の
方
法
は
、
「
入
札
規
則
」
（
写
真
日
）
に

よ
れ
ば
、
白
筆
署
名
抜
印
（
代
筆
の
場
合
は
、
代
筆
人
の
名
前
記
載
の
上
捺
印
）
で
、
白
票
お
よ
び
多
数
の
名
前
を
書
く
こ
と
は
禁
じ

ら
れ
て
い
た
。

区
の
運
営

の
あ
り
方

次
に
医
の
運
営
を
財
政
か
ら
み
て
み
よ
う
。
表
れ
は
、
明
治
六
、
七
年
の

一
区
の
各
村
の
民
費
を
症
で
ま
と

め
た
も
の
の
総
額
で
あ
る
（
一
緒
に
か
か
げ
て
あ
る
板
宿
村
の
民
裂
は
各
村
の
一
例
で
あ
る
）
。
こ
こ
か
ら
全
体
と
し
て

政
府
の
新
施
策
遂
行
の
た
め
の
費
用
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
神
社
の
維
持
や
神
宮
の
給
与
や
教
院
の
費
用
が
、
私

的
な
宗
教
の
た
め
の
費
用
で
な
く
、
住
民
全
体
に
か
か
る
費
用
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
小
学
校
の
た
め
の
世

用
が
全
体
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
費
用
は
各
村
の
民
投
と
区
別
さ
れ
て
集
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
小

学
校
が
、
村
山
中
位
で
な
く
数
カ
村
単
位
に

mmか
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

明
治
五
、
六
年
の
民
費
の
支
出
の
基
礎
単
位
は
村
で
あ
っ
た
が
、
区
長
給
与
や
区
の
会
議
所
の
費
用
、
お
よ
び
譲
卒
の
給
与

に
つ
い
て
は
、

一
括
し
た
基
準
に
よ
っ
て
区
長
の
も
と
へ
集
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
九
年
以
降
に
は
、
こ
れ
ら
の
技
用

は
、
表
口
の
よ
う
に
狂
内
各
村
の
人
口
・
一
戸
数
・
地
価
の
一
一
一
つ
の
基
準
を
も
と
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い

明
治
六
、
七
年
の
閉
山
由
に
警
察
業
務
を
扱
う
番
人
の
給
与
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
番
人
の
名
称
は
、
明
治
八
年
三
月

再
び
濯
卒
と
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
年
十
月
巡
資
と
改
称
さ
れ

彼
ら
は
、
県
の
警
察
機
構
の
米
端
に
佼
位
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
近
世
の
非
人
議
制
以
来
の
旧
巾
討
を
引
き
、
そ
の
運
用
に
つ

140 zn一軍近代務i児期の事11戸



第二節 際淡i在日芸後の地域社会の変化

表 21 明治 6, 7年兵庫県第 3［互の民波文IU (I詳位 [lj) 

'Vl 日 名 明治6年 明治7年 *I板宿村

布告布達入費 208.403 182 15 

燥の命令による区内取調入費 161 171. 50 16 

IEffiU区戸長！±＼頭旅Y1t 231 260 24 

区J及所諸費 28.20 82 ,) ” 

IE測戸長以下給与 1,064.028 856 96 

県主1：郷社村社営終！｛！（ 27.20 1, 080 2 

祭典並立Qt手式'Pl 42.53 98 0.50 

県社郷社村社初旬’給料 l号.75 16 

数院費 6. 751 18 

J倹Ji!.その他の費用 257.05 165 12 

東租米送｛寸及び主主租金取：J&'f'( 279.90 19 25 

山林誠3立政 30.65 38 

主主程調＇｛＇（ 2.25 

戸籍調＇｛~ 111. 25 コ

徴兵下調設 29.50 45 6 

道路堤防修終!f'i 358. 75 565 47 

送路掃除夜 13 14 1 

用水下水'111 89.55 25 4 

7J<.[tli'&( 61. 60 28 3 

水怒り給料 172.60 172 8 

消防入致 17.50 12 ‘，3 、

番人給料及び諸＇｛ l( 321. 888 ネ2250 25 

学校入資 805 1,020 

雨乞主主 51. 80 

務雑周波

主ド’獄賄＇｛~（

（主主〉 本 1板宿村の氏霊童は明治6＂手分， *2給料のみ。

資料：「武:it報主主会文書l!'J

I4I 君主史編N 近代・現代



明治10年前半期第 3区区入裂の割当方法表 22

区内総地似！
478,574.853円

区内総戸数 1,922戸

阪内総人口 8,556人

合計

（注） 各4すととにこの＊取によって支出。

地制1・戸数・人口による金額は 2: I : I I己なるように鈎怨

されていた。金額は史料記載どおり。

資料： r武井羽詰主究会文勢J

金

内

「
場
銭
）
と
し
て
一
店
に
つ
き
一
一
、

額率来目項

出
し
て
問
い
た
だ
し
た
J

と
こ
ろ
、

で
も
認
め
て
ほ
し
い
と
述
、
べ

い
て
は
、

そ
の
給
与
が
民
世
（
底
抜
・
村
山
以
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

述
べ
た
。

医
の
独
自
性
が
強
か
っ
た

第
一
二
区
の
明
治
九
年
の
仙
診
察
入
初
日
の
帳
簿
に
よ
れ
ば
、
第
三
区
で
は
、

五
名
の
巡

な
出
し
て
ほ
し
い
と
、
県
に
上
小
し
た
。

査
が
、
駒
ケ
林
・
部
須
磨
・
東
須
磨
・
大
手
・
東
尻
池
の
条
件
か
ら
給
料
な
受
け
取

っ
て
お
り
、
ま
た
部
代
村
と
東
須
磨
村
に
屯
所
（
詰
め
所
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
巡
夜
は
、
屯
所
や
給
与
支
払
村
の
み
を
約
一
当
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
警
察

間
は
、
区
内
全
判
に
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
託
費
に
よ
っ
て
支
出
す
る
も
の
で
あ
り
、

給
与
支
払
村
は
、

一
時
的
に
繰
り
詩
え
払
い
を
し
た
あ
と
、
利
子
を
ふ
く
め
た
額
を

K
貨
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
。

近
泣
か
ら
の
非
人
需
の
旧
習
は
、
そ
の
名
称
が
再
び
濯
本
と
な
っ
て
も
な
お
存
夜

L
て
い
た
。
明
治
八
年
、
第
一
一
一
区
の
武
井
伊
右
衛
門
区
長
は
、
濯
六
十
が
小
路
天
商
か
ら

三
銭
ず
つ
集
め
て
い
る
と
い
う
医
内
各
村
か
ら
の
苦
靖
宏
う
け
た
の
で
、
濯
卒
を
呼
び

か
れ
ら
は
能
前
か
ら
の
習
慣
で
あ
り
、
他
区
の
区
長
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
か
ら
、

し
が
た
い
し
、
給
与
も
出
し
て
い
る
の
で
、
品
川
区
は
と
も
か
く
も
当
区
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

武
井
は
、
こ
れ
に
対
し
て
濯
い
や
の
仕
事
は
人
民
保
護
に
あ
り
、
話
人
に
迷
惑
を
か
け
る
の
は

そ
の
上
で
、
同
年
四
月
一
一
十
・
」
日
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
可
訴
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
悶
習
を
破
棄
す
る
よ
う
な
布
達

こ
れ
に
対
し
て
県
は
、

ー！し
1
J
A
A
ト
i

〉

j
一

千

日
、
濯
本
の
旧
叩
中
け
に
も
と
づ
く
弊
脅
か
｝
改
正
す
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廃若年置！果後の；l1h域社会の変化第二節

兵庫県第 3区成立時の役員章受 23 

末正久左衛門ム天宅藤右衛門ム

和国平次右衛門ム沢田養右衛門ム

大JIl弥三郎ム栄吉女三郎

務JI！甚右衛門郎光宇兵衛ム庄司武一郎ム

大西与次兵衛ム平井左兵衛ム谷口半兵衛ム

土震基四郎ム秋宗浅右衛門口

武良六右衛門ム

久野木称、三左衛門ム鷲F喜三郎兵衛ム

村上重右衛門ム幣磯右衛門ム

森本菊1E術開ム友間入左衛門ム松浦徳兵衛ム

村弁六左？諮問ム務弁九左衛門ム

｜問団与次兵衛ム藤田清左衛門ム

ill路市兵衛ム

中西護兵衛ム中西九兵絡ム

辰己五兵衛ム西見苦言・三兵衛

土居弥三三右衛門ム

f受

大手村

沼尻池村

長田村

板宿村

戸高1；災

松関学左衛門O
池本勘兵衛O
井上政兵衛O
武井替左衛門O*

戸

東尻池村

名村

：正木太郎兵衛O
恋EEli孫右衛門ム

伊東惣左衛門

藤EEi九郎兵衛ム

多弁畑村

駒ケ林村

東須磨村

西須磨村

室岡六右衛門O
武井義友衛門＊

堀内九右衛門O
沢限在長兵衛O
米正久左衛門O

御崎村

池間村

野聞か！
西代村

王封筒新m

る
方
法
に
つ
い
て
の
見
込
案
を
各
区
に
対
し
て

提
出
す
る
よ
う
布
達
し
た
。

小
区
の
運
営
を
具
体
的
に
み
る
と
、

で
は
、
旧
総
代
庄
鹿
、
出
第

区
一
戸
宮
沢
で
あ

っ
た
武
井
善
左
衛
門
が
そ
の
ま
ま
豆
長
に
選
出

（注） ＊区長の武井怒ft衛門の議｛任。 Cはll'lf:t殴，ムは！日年寄，口はs栓代。

資料：「武井秘主主会文章子J

さ
れ
た
。

ま
た
各
村
に
お
か
れ

副
戸

は
、
表
お
の
よ
う
に
出
来
の
産
屋
・
年
寄
な

ど
村
役
人
隠
が
そ
の
ま
ま
選
出
さ
れ
て
お
り
、

実
態
と
し
て
急
激
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
兵
庫
県
の
場
合
、
近
世
の
町
村

運
営
方
式
が
、
開
明
的
と
一
言
わ
れ
た
神
田
孝
平

県
令
の
も
と
で
地
域
運
営
方
式
と
し
て
制
度
化

さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
側
関
が
強
か
っ
た
の
で

あ
る誌

に
は
、
区
長
と
戸
長
ら
が

の
あ
り

方
を
合
議
決
定
し
、
戸
長
が
輪
番
で
ぽ
一
全
体
の

事
務
を
遂
行
す
る
機
構
と
し
て
つ
会
議
所
L

が
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事~ 1七三！

4礎百~iゐ

ド噌写

瞥主主主

劫冬場l

~ 

4’ 

考

省食

山
市
’
守

在
か
れ
た
。
武
井
級
姉
妹
会
文
書
の
中
に
は
、
こ
の
会
議
所
の
建
物
に
つ
い
て
の
陥
商
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写

ω）

C

」争

第3区会議所i玄i陛i写J'J;19 

こ
の
間
部
に
よ
り
実
際
に
会
議
所
、
が
建
築
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
建
物
の
悶
一
間
に
は
会
議
所
と
い
う
機
構

の
性
格
が
よ
く
反
映
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
庶
務
・
戸
籍
・
鑑
札
・
雑
務
な
ど
の
諸
掛
が
別
個
に
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
会

議
所
」
と
記
載
さ
れ
た
合
議
の
た
め
の
大
き
な
広
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
運
営
方
法
は
、
個
別
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の
村
に
つ
い
て
も
採
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
、
長
田
村
で
は
、
村
の
運
営
機
構
に
「
会
議
所
」
と
い
う
名
称
を
付
け
て
い
た
。

兵
庫
県
の

地
方
民
会

｛

i

会
議
所
…
に
も
み
ら
れ
た
住
民
の
合
意
に
よ
る
地
域
運
営
は
、
議
会
の
設
置
へ
と
い
た
る
。
明
治
六
年
九
月
、

兵
庫
県
は
全
割
に
さ
き
が
け
て
、

「
民
会
議
事
方
法
搬
要
」
を
各
村
に
布
達
し
、
県
会
・
阪
会
・
町
村
会
合
｝
向

時
に
開
催
す
る
方
針
を
だ
し
た
。
同
年
十
一
月
二
十
六
日
、
あ
ら
た
に
一
民
会
議
事
ぃ
市
程
略
2

｝

ー
町
村
会
議
事
心
得
」
が
、
各

町
村
に
布
達
さ
れ
、
町
村
会

γ
区
会
i
v県
会
と
、
議
会
を
開
催
し
て
い
く
方
針
に
変
更
さ
れ
た
。

「
章
程
略
」
で
は
、
町
村
会
は
、
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
事
者
と
議
長
を
つ
と
め
る
戸
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
し
、

こ
の
制
度
、
な
制
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

ひ
ろ
く
会
議
会
｝
ひ
ら
き
、
物
事
を
公
論
で
き
め
る
と
い
う
趣

五
カ
条
の
誓
文
の
、

冒
に
し
た
が
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
本
来
五
カ
条
の
誓
文
は
、
諸
大
名
・
政
府
上
関
レ
ベ
ル
で
の
合
意
を
ね
ら
っ
て
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
念
合
住
民
レ
ベ
ル
の
地
域
運
営
に
ま
で
ひ
ろ
げ
る
の
は
拡
大
解
釈
で
あ
っ
た
。

廃藩置県後の地i或社会の変化

拡
大
解
釈
し
て
ま
で
、
会
議
を
お
こ
そ
う
と
し
た

つ
の
理
由
は
、
町
村
住
民
の
合
意
を
得
る
機
構
を
つ
く
る
こ
と
で
、
教

育
を
は
じ
め
と
す
る
県
の
諸
事
業
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
維
新
以
来
の
村
の
変
化
に
応

じ
て
、
あ
ら
た
な
村
内
合
意
の
た
め
の
機
構
が
必
要
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
地
租
改
正
と
関
連
を
も
っ
た

め
、
の
ち
に
第
三
節
で
の
べ
た
い
。

J
H十
程
略
」
で
は
、
会
議
開
催
が
か
え
っ
て
町
村
の
混
乱
を
ま
ね
く
場
合
は
、
開
催
を
み
あ
わ
せ
て
よ
い
と
さ
れ
た
。
兵
庫

11'1 
71< 

第

で
は
、
議
事
役
の
選
出
が
こ
の
入
札
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
町
村
会
そ
の
も
の
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
兵

第二節

時
伴
県
は
、
明
治
七
年
五
月
八
日
、
町
村
会
が
整
っ
た
と
し
て
「
区
会
議
事
略
則
い
を
布
達
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
ま

で
に
は
、
各
町
村
で
町
村
会
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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臣
会
は
、
各
町
村
一
戸
長
と
各
町
村
会
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
（
任
期
二
年
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
年
四
回
開
催

さ
れ
、
議
長
は
夜
長
と
さ
れ
た
。
討
議
内
容
は
、
医
内
開
化
・
郷
社
運
営
・
諸
授
の
検
査
・
小
学
校
取
締
・
病
院
・
区
レ
ベ
ル

の
水
利
土
木
・
治
安
補
助
・
県
会
議
員
の
互
選
な
ど
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
町
村
会
と
ち
が
い
、
窓
会
に
は
、
反
一
を
代
表
す
る
権

限
は
な
か
っ
た
。
毘
会
は
町
村
会
と
問
様
、
そ
の
議
決
に
た
い
し
て
県
が
不
認
可
権
を
も
っ
て
い
た
。

明
治
九
年
十
二
月
、
合
併
後
の
第
三
次
兵
膝
県
は
、

「
議
事
章
程
」
を
布
達
し
た
。
区
会
は
、
年
二
回
開
催
と
な
り
、
議
員

は
各
町
村
一
戸
長
お
よ
び
各
町
村
会
議
員
中
二
名
と
な
り
、
戸
長
に
た
い
し
て
、
町
村
会
議
員
の
比
率
が
た
か
く
な
っ
た
。
区
会

議
長
は
、
議
員
か
ら
の
選
出
も
許
可
さ
れ
、
公
選
議
員
に
よ
る
区
会
運
営
が
、

い
っ
そ
う
進
展
し
た
。

明
治
八
年
間
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
区
長
の
会
議
が
「
県
会
」
と
い
う
名
称
で
開
催
さ
れ
て
い
た
、
が
、
こ
の
年
九
月
っ
県

会
議
員
選
挙
規
則
」
が
だ
さ
れ
、
区
長
お
よ
び
広
ご
と
に
不
動
産
所
有
者
の
互
選
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
公
選
議
員
に
よ
っ
て

梢
成
さ
れ
る
県
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
合
併
後
の

次
兵
康
県
は
、
明
治
十
年
九
月
「
県
会
仮
規
則
」
を
布
述
、

こ
の
月
二
十
五
日
か
ら
県
会
を
予
定
し
た
が
延
期
さ
れ
、
そ
の
後
、
明
治
十
一
年
七
月
、
政
府
が
府
県
会
規
則
を
公
布
し
た
た

め

「
仮
規
則
」
に
よ
る
県
会
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

飾
磨
操
の
大

区
小
区
制

飾
磨
県
は
、
明
治
五
年
の
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
底
割
と
役
員
の
改
正
を
お
こ
な
っ
た
。
郡
を
大
一
弘
と
し
、

明
石
郡
は
第
一
大
区
、
美
袈
郡
は
第
二
大
区
と
さ
れ
た
。
大
区
は
さ
ら
に
小
区
に
分
け
ら
れ
、
明
石
郡
で
は

八
つ
の
小
区
が
お
か
れ
た
。
郡
全
体
が
明
石
簿
領
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
石
市
街
を
の
ぞ
い
て
、
大
庄
麗
組
の
範
閉
が
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
小
区
と
な
っ
た
。
市
域
で
は
東
部
部
組
が
第
一
小
区
、
中
里
級
が
第
二
小
区
、
押
部
組
が
第
一
ニ
小
区
、
新
田
畑
胞
が

第
九
小
涯
と
さ
れ
た
。
英
議
郡
の
淡
河
組
は
、
第
二
大
区
第
二
小
区
と
さ
れ
た
（
別
賞
図
6
）。
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飾
磨
路
の
場
合
、
大
誌
は
地
理
的
な
区
倒
わ
け
に

道

、

ノ

‘

P
3

、力
J

大

は
各
小
阪
ご
と
に
一
人
。
す
つ
も
う
け
ら
れ
て
お
り
、

出
明
石
藩
鎮
で
は
、
旧
大
庄
民
が
引
き
続
き
戸
ぼ
討
を
勤
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
一
大
区
（
明
万
郡
）
第
三
小
区
、
第
七
小
区
、

第
一
一
大
区
（
美
濃
部
）
第
二
小
限
で
は

に
就
任
し
た
。

こ
の
一
戸
…
い
た
が
｝
補
佐
す
る
も
の
と
し
て
、

よ
び
脱
戸
長
試
補
が
置
か
れ
た
が
、
第
一
一
…
小
区
の
場
合
、
副
戸
長
や
副
一
戸

長
試
補
に
は
出
庄
霞
が
就
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
大
区
第
二
小
区
で
、
市
淡
河
組
の
際
、
大
庄
屋
に
対

す
る
的
庄
屋
と
し
て
金
穀
会
計
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
者
が
、
開
一
戸
長
と
し
て
金
穀
会
計
を
あ
っ
か
う
な
ど
、
副
戸
長
に
つ
い
て

も
大
鹿
屋
組
の
機
構
を
引
き
継
ぐ
簡
が
強
か
っ
た
。

ま
た
村
ご
と

－
ニ
口
択
さ
ζ

こ
土
、

1
’長

j

f
臼
f
t
f
正
」
芳
d

グ
ラ
ス
が
就
任
し
、

さ
ら
に
五
人
組
の
組
頭
が
伍
長
と
改
名
し
て
畏
か
れ
た
。

一
戸
長
が
事
務
を
と
る
場
所
と
し
て
「
集
会
所
」
が
新
た
に
設
註
さ
れ
た
。
兵
庫
県
の
「
会
議
所
L

と
悶
様
に
「
集
会
所
L

に

長老ii普段！察後の地域社会の変化

十土

よ
び
各
村
の
副
戸
長
ら
が
交
互
に
詰
め
、
事
務
を
と
っ
て
い
た
。

飾
臨
府
県
で
は
、
明
治
五
年
八
月
に
県
の
出
長
所
が
廃
止
さ
れ
る
？
／
ス
大
託
ご
と
に
副
一
戸
長
の
う
ら
一
人
が
上
県
し
、
県
庁
内

で

と
し
て
、
自
己
の
小
区
か
ら
の

・
上
山
中
や
除
庁
か
ら
の
指
令
の
通
達
を
扱
っ
た
。
第
一
大
区
（
明
石
郡
）
で
は
、

明
治
七
年
に
は
第
六
小
区
の
剥
戸
長
が
こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る
。

大
区
小
区
制
導
入
後
、
飾
磨
県
で
は
、
徴
兵
令
の
施
行
・
壬
山
中
地
券
発
行
・
初
等
教
育
の
般
進
な
ど
の
政
策
を
す
す
め
よ
う

と
し
た
が
、
こ
の
政
策
は
必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

第二節

例
え
ば
地
券
発
行
事
業
は
、
土
地
と
地
備
の
調
査
が
租
税
の
増
加
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
農
民
に
ひ
き
お

こ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

mm
は
事
業
の
進
展
の
た
め
、
明
治
六
年
三
月
、
地
券
発
行
が
増
租
の
た
め
で
は
な
く
農
民
の
土
地
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所
有
の
公
認
の
た
め
で
あ
り
、

「
悶
悶
（
が
ん
こ
）
之
村
民
」
を
説
諭
す
る
こ
と
が
「
区
内
数
千
人
之
内
よ
り
人
選
L

さ
れ
た
正

副
一
戸
長
の
要
務
で
あ
る
と
の
べ
、
そ
の
成
否
に
よ
っ
て
賞
罰
な
あ
た
え
る
と
正
副
戸
長
に
布
達
し
た
。
県
は
正
誠
一
戸
長
に
対
し

て
、
小
区
全
体
の
行
政
を
行
う
べ
き
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

県
は
、
明
治
六
年
間
月
、
小
涯
を
村
の
迎
合
体
か
ら
県
の
行
政
単
位
に
す
る
と
い
う
急
進
的
な
行
政
制
度
改
本
を
布
達
し
た
。

こ
の
布
達
で
、
県
は
一
小
区
を
一
村
と
み
な
し
集
会
所
を
村
務
扱
所
と
こ
こ
ろ
え
よ
と
述
べ
、
旧
来
各
村
に
あ
っ
た
書
類
を
集

会
所
に
集
め
る
こ
と
、
旧
米
、
村
を
単
位
と
し
て
泣
か
れ
て
い
た
副
一
戸
長
・
保
長
を
、
小
区
の
一
戸
数
に
応
じ
て
そ
の
定
員
を
定

め
る
こ
と
な
ど
を
命
じ
た
。

し
か
し
史
探
に
は
小
区
の
副
一
戸
長
や
保
長
と
村
の
関
係
は
以
前
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
建
前
と
し
て
の
小
定
へ
の

一
体
化
と
現
実
の
運
営
の
ズ
レ
は
、
政
府
の
政
策
推
進
に
よ
る
事
務
況
の
附
加
と
も
か
ら
み
あ
い
、
種
々
の
問
題
を
引
き
起
こ

し
た
。
そ
の
最
大
の
事
件
が
出
明
石
藩
領
で
の
騒
動
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
一
一
月
末
、
国
明
石
藩
領
の
各
小
区
で
、
農
民
の
不

穏
な
動
き
が
見
ら
れ
た
。
明
石
郡
の
第
一
一
小
区
、
第
一
ニ
小
医
、
美
嚢
郡
の
第
二
小
区
お
よ
び
市
域
外
の
明
石
部
第
七
小
区
で
は
、

千
人
単
位
の
農
民
が
戸
長
の
金
銭
上
の
疑
惑
の
解
明
を
求
め
て
集
会
所
に
集
ま
り
、
と
く
に
第
三
小
区
で
は
、
集
会
所
や
副
戸

長
宅
に
農
民
が
踏
み
込
み
、
こ
れ
に
対
し
て
飾
磨
県
は
嵐
官
・
避
卒
、
さ
ら
に
明
石
市
中
か
ら
士
族
を
動
員
し
て
、
騒
動
を
鎮

ぷ
材
d

レ
い
ノ
、

h
b
H
r
－－、

凶

O
人
余
り
を
首
謀
者
と
し
て
捕
縛
し
た
。

一
連
の
旧
明
石
藩
領
で
の
騒
動
に
つ
い
て
の
姫
路
始
審
裁
判
所
の
判
決

原
本
お
よ
び
兵
庫
県
側
探
索
来
日
（
以
降
「
探
索
脅
」
と
記
裁
）
を
中
心
に
、
騒
動
お
よ
び
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
地
域
運
営
の
あ
り

方
を
見
て
み
よ
う
。
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旧
明
石
藩
領
に
お
け
る
騒
動

賞
租
納
入
方

法
の
変
化

明
石
簿
で
は
、
買
米
の
納
入
は
正
米
で
一
度
に
納
入
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
廃
藩
腔
県
後
、
制

度
的
に
は
一
一
一
度
に
わ
け
て
納
入
す
る
三
約
制
と
な
り
、
現
物
納
で
な
く
金
納
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。

田
明
石
藩
領
の
各
小
区
一
戸
長
は
、
こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
納
期
が
延
び
た
分
だ
け
、
貢
租
米
が
食
糧
や
商
品
の
購
入
に
充

て
ら
れ
て
、
納
入
が
滞
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
。

そ
こ
で
後
ら
は
、
従
来
ど
お
り
武
米
数
収
は
年
一
聞
と
し
、
集
会
所
が

揺
し

て
特
定
の
蒔
人
に
売
り
払
い
、
政
府
に
対
し
て
は
金
納
す
る
と
い
う
方
針
で
臨
ん
だ
よ
う
で
、
明
治
五
年
末
の
貢
租
納
入
に
際

し
て
、
少
な
く
と
も
明
石
部
第
二
・

－
第
七
小
…
以
勺
美
翠
郡
第
一
一
小
区
で
は
こ
の
方
法
が
取
ら
れ
た
。
こ
の
方
法
は
原
則

廃若年程！果後の地域社会の変化

と
兵
な
る
だ
け
に
、
米
を
売
り
出
す
農
民
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
ま
ず
各
村
保
長
を
説
得
し
、

係
長
は
各
村
民
を
さ
ら
に
説
得
し
て
は
じ
め
て
納
入
が
進
め
ら
れ

こ
の
方
針
に
よ
ら
な
い
小
阪
も
あ
っ
た
。
閉
山
石
郡
第
一
小
区
で
は
政
府
へ
は
金
納
と
す
る
も
の
の
、
農
誌
が
み
ず
か
ら
売
り

一
石
五
円
納
入
、
小
区
で

括
し
て
売
り
払
う
場
合
は
、

一
般
的
な
定
仰
の
二
五
銭
増
し
と
ニ
つ
の
方
法
が
許

払
う
場
合
は
、

さ
れ
た
。

一
括
納
入
す
る
か
ど
う
か
は
、
村
を
単
位
と
し
て
決
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
開
小
夜
一
下
皆
発
村
や
白
水
村
で
は
、
村
役

人
の
主
導
で
、
村
を
単
伎
と
し
て
、

一
闘
で
の
京
租
米
の
納
入
と
小
区
単
位
で
の
一
括
販
売
が
進
め
ら
れ
た
。

第二節

区

括
金
納
と
い
う
方
法
は
、
販
売
を
一
戸
長
の
倒
人
的
な
裁
況
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
商
人
と
一
戸
長
の
熔
若
な

生
み
や
す
か
っ
た
。
実
際
、
明
石
郡
第
一
一
小
症
で
は
、
明
治
六
年
分
貢
米
の
購
入
に
際
し
て
、
副
一
戸
長
が
親
族
の
商
人
に
便
宜
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を
は
か
つ
て
い
る
。
ま
た
癒
着
が
な
く
と
も
錠
惑
を
区
民
が
も
っ
原
因
と
な
っ
た
。

県
も
こ
の
状
況
を
察
知
し
て
い
た
。
飾
磨
県
は
、
明
治
六
年
十
一
一
月
、
県
連
で
、
明
治
五
年
の
寅
租
金
納
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
小
区
の
戸
長
ら
の
部
に
職
務
を
忘
れ
、
自
己
の
私
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
者
が
あ
る
た
め
、
区
内
の
村
が
集
会
所
に
相
談

せ
ず
、
勝
手
に
好
商
と
陰
約
を
結
ん
だ
り
、
売
り
払
っ
た
代
価
を
少
数
の
も
の
が
主
体
と
な
っ
て
融
通
し
た
り
す
る
状
況
を
指

摘
し
た
。

そ
し
て
そ
の
是
正
の
た
め
、
掛
屋
（
銀
行
業
務
者
）
や
身
元
た
し
か
な
人
物
へ
の
絞
売
金
の
預
け
入
れ
と
、
販
売
お
よ

び
預
け
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
各
村
か
ら
選
ば
れ
た
立
会
人
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
説
明
書
を
県
に
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

第
一
小
区
・
第

小
区
で
の
騒
動

こ
の
燥
の
指
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
わ
ず
か
ニ
カ
月
後
、
出
明
石
藩
領
の
小
区
で
騒
動
が
お
こ
っ

た
。
明
石
郡
第
一
小
区
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
買
組
納
入
に
つ
い
て
個
別
の
村
の
独
自
性
が
認
め

ら
れ
て
い
た
か
ら
、
騒
動
は
村
方
騒
動
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
下
皆
発
村
で
は
、
明
治
七
年
二
月
二
十
四
日
、
村
役
人
が
金
納

の
際
、
納
め
す
ぎ
た
分
お
よ
び
村
中
で
決
定
し
た
小
区
一
括
納
入
の
際
の
割
増
金
の
返
還
を
も
と
め
て
、
村
民
主

O
人
ほ
ど
が

村
内
八
幡
社
に
集
合
し
、
同
夜
伍
長
に
対
し
て
い
返
還
を
ぜ
ま
り
、
割
戻
し
ゃ
｝
受
け
た
。

ま
た
白
水
村
で
は
、
二
月
二
十
五
日
、
村
内
の
金
比
羅
識
で
の
飲
食
の
席
で
、
米
の
過
納
分
返
還
の
要
求
が
出
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
そ
の
夜
村
内
地
政
府
鹿
内
で
、

五
人
ほ
ど
で
相
談
し
て
い
る
途
中
で
村
番
人
に
見
つ
か
り
解
散
し
た
が
、
首
謀
者

ニ
人
は
保
長
宅
へ
談
判
に
行
き
、
過
米
分
の
米
代
の
借
用
を
認
め
さ
せ
た
。

明
石
郡
第
一
一
小
一
弘
で
は
、
明
治
六
年
九
月
、
一
戸
長
が
、
納
入
は
金
納
で
一
割
、
た
だ
し
売
り
払
い
は
不
満
が
お
こ
ら
な
い
よ

う
に
各
村
独
自
に
、
と
い
う
方
針
を
決
め
、
区
内
保
交
を
集
め
相
談
し
た
。

H
H
1
人
／
キ
点
、

元

vxrvit

一
間
で
の
金
納
に
つ
い
て
は
承
諾
し

た
も
の
の
、
売
り
払
い
方
法
に
つ
い
て
は
、
村
に
帰
っ
て
村
民
と
相
談
し
て
か
ら
決
定
し
た
い
と
述
べ
た
た
め
決
定
で
き
な
か
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った。十
一
月
に
入
り
、
明
石
郡
の
各
戸
長
は
集
会
し
、

一
回
で
納
入
、
集
会
所
で
売
り
払
う
こ
と
を
決
定
し
た
（
「
探
察
諮
」
で
は
、

曲
一
六
議
郡
の
一
戸
一
長
も
参
加
し
た
と
さ
れ
る
）
。

第
二
小
区
正
副
一
戸
長
も
こ
の
方
針
に
よ
り
、

各
村
に
対
し
て
強
い
態
度
に
で
る
。
副
戸

長
は
、
各
村
か
ら
の
回
答
が
な
い
状
況
の
下
で
、
独
自
に
村
ご
と
の
持
米
を
計
算
、
二
一
一

O
O有
を
、

一
石
定
価
よ
り
ニ
五
銭

の
割
増
金
を
受
け
取
る
こ
と
で
親
族
の
商
人
と
約
定
し
た
。
そ
し
て
区
内
各
村
の
米
夜
売
り
な
禁
氏
し
、
各
村
ご
と
の
納
入
米

の
査
を
各
村
保
長
へ
一
一
小
し
、
そ
の
置
に
不
足
し
た
場
合
は
、
ど
こ
か
で
米
を
買
い
足
し
て
も
持
っ
て
来
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。

そ
の
か
い
が
あ
っ
て
か
、
明
治
七
年
一
月
Jmw
旬
に
は
、
現
米
の
高
人
へ
の
納
入
は
ほ
ぼ
終
了
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
ろ
か

ら
米
師
が
騰
貴
し
、

五
O
銭
の
割
増
金
を
受
け
取
っ
た
者
も
現
わ
れ
た
た
め
、
区
内
の
農
民
の
不
満
が
高
ま
り
、
こ
れ
に
対
応

す
る
た
め
副
戸
長
は
、
売
り
払
っ
た
米
の
半
額
に
つ
い
て
区
内
農
民
の
貸
借
を
認
め
た
。

廃液置県後の地域社会の変化

ニ
月
十
ニ
日
、
明
石
市
中
で
出
会
っ
た
今
津
村
・
高
、
津
橋
村
の
住
人
が
、
割
増
金
下
げ
渡
し
を
集
会
所
へ
集
団
で
嘆
願
す
る

こ
と
を
計
回
し
た
。
彼
ら
は
今
津
村
へ
帰
る
途
中
の
新
方
村
・
西
河
原
村
・
森
友
村
お
よ
び

P

は
村
の
知
人
へ
、
r
凶
村
氏
お
よ
び

隣
村
へ
の
連
絡
を
依
頼
し
た
上
で
、
集
会
所
へ
む
か
つ
た
。

夕
方
に
な
る
と
多
数
の
農
民
が
集
会
所
に
集
ま
り
始
め
た
（
「
探
索
設
」
に
よ
れ
ば
お
よ
そ
一
千
人
）
。
農
民
に
対
し
て
正
副
戸
長

ら
は
、
要
求
の
と
お
り
割
増
金
を
下
げ
渡
す
と
述
べ
た
の
で
、
集
団
は
集
会
所
の
外
へ
引
き
下
が
っ
た
。

日
に
入
る
と
、

区
内
北
部
か
ら
も
人
々
が
集
ま
り
始
め
た
。
こ
の
な
か
で
、
正
副
戸
長
は
、
割
増
金
を
出
せ
る
よ
う
な
取
引
は
し
て
い
な
い
と

第二節

し
て
、
昨
日
約
束
し
た
出
金
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
農
民
集
鴎
は
再
び
集
会
所
へ
詰
め
よ
り
（
「
探
索
欺
ど
で
は
お
よ
そ
三
千
人
）
、

割
増
金
を
五

O
銭
だ
す
こ
と
、
明
治
五
年
分
の
納
入
に
つ
い
て
も
疑
い
が
あ
る
の
で
帳
簿
を
公
開
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
翌

近代・現代E査史編NI 5r 



十
四
日
、
多
人
数
で
の
出
願
は
強
訴
に
あ
た
る
と
し
て
第
五
小
区
美
濃
部
寛
戸
長
が
説
議
し
た
結
果
、
退
散
し
た
と
さ
れ
る
。

な
お
「
探
索
書
L

で
は
、
こ
の
説
諭
に
は
、
岡
崎
県
参
事
お
よ
び
斎
藤
中
属
、
後
藤
濯
卒
長
が
あ
た
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
小
区
で
の
一
戸
長

へ
の
疑
慾
の
拡
大

第
一
一
一
小
区
で
も
、
京
租
納
入
は
、
集
会
所
で
一
括
処
到
し
、

一
聞
で
金
納
す
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ

た
。
金
納
の
際
、
定
締
よ
り
二
五
銭
割
増
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ヤ
只
米
は
、
明
石
市
中

の
商
人
中
村
斉
一
千
に
販
売
さ
れ
、
六
年
十
二
月
中
に
七
、

八
O
%納
入
を
お
え
て
い
た
が
、
現
年
一
月
か
ら
の
米
師
古
川
騰
で
納

入
が
連
れ
、
中
村
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一方、

賞
租
一
一
一
納
制
と
い
う
規
則
ど
お
り
で
の
処
置
が
願
い
出
さ
れ
始
め
た
。

一
度
の
納

区
内
の
村
か
ら
は
、

レ
し
ょ
叶
4

争
点
、

J
4
e
F
a
l
 

入
で
は
生
活
が
関
難
と
な
る
か
ら
、
規
則
ど
お
り
四
分
の
一
は
四
月
に
納
入
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
嘆
願
を
戸
長
に
提
出
し
た

iJ: 

コ一
H
刈一
3

さ
て
み
i

柄、

1
2
7
j
b－
 

む
し
ろ
反
対
に
早
期
の
納
入
を
求
め

そ
れ
を
い
っ
た
ん
認
め
れ
ば
納
入
体
制
全
体
が
崩
れ
る
と
し
て
、

た。
こ
う
し
た
な
か
、
区
内
人
民
の
疑
問
・
不
満
を
煽
る
本
件
が
起
こ
っ
た
。
印
潟
郡
の
あ
る
商
人
が
米
価
高
騰
に
臼
を
つ
け
、

明
石
部
内
で
米
五

O
Oお
買
い
取
り
た
い
と
考
え
た
。

そ
こ
で
一
石
に
つ
き
二
五
銭
の
手
数
料
を
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
、
こ

れ
を
福
知
山
の
士
族
で
当
時
材
木
を
商
っ
て
い
た
中
路
事
義
に
依
頼
し
た
。
中
路
は
知
り
合
い
の
県
官
か
ら
明
石
郡
の
状
況
を

聞
き
、
普
通
の
交
渉
で
は
米
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
官
員
の
探
索
を
装
お
っ
て
明
石
郡
に
や
っ
て
き
た
。

明
治
七
年
一
月
十
八
日
、

か
れ
は
第
一
一
一
小
区
の
集
会
所
を
訪
れ
、
正
副
戸
長
に
対
し
て
、
中
村
斉
乎
よ
り
一

五
銭
多
い
五

O

銭
の
割
増
金
を
出
す
鴎
人
が
い
る
か
ら
、
区
内
の
人
々
の
た
め
に
そ
こ
に
販
売
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
正
副
一
戸
長
は
、
す
で
に

中
村
か
ら
定
約
金
一
千
円
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
他
人
に
は
売
り
難
く
、
割
増
金
の
増
額
に
つ
い
て
は
中
村
と
示
談
中
で
あ
る
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と
し
て
、
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
。
そ
こ
で
二
十
日
、
中
路
は
集
会
所
に
各
村
保
長
お
よ
び
伍
長
一
人
を
集
め
、

い
ま
だ
出
し

て
い
な
い
米
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
販
売
す
る
こ
と
を
提
起
し
、
各
村
も
一
応
承
認
し
た
。
中
路
が
本
当
に
代
金
を
払
う
か
ど
う

か
各
村
が
不
安
に
思
っ
た
た
め
、
結
局
米
ば
出
さ
れ
ず
、
買
い
付
け
は
失
敗
に
終
わ
る
の
だ
が
、

五
O
銭
の
割
哨
金
の
提
示
が

あ
っ
た
こ
と
、
中
路
が
探
索
を
装
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
戸
長
ら
が
割
冶
金
を
隠
医
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
農
民

の
疑
惑
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
た
。

二
月
一
日
、
美
嚢
郡
三
木
町
の
中
路
の
街
所
に
細
田
村
の
藤
岡
平
九
郎
・
山
下
石
五
郎
が
や
っ
て
き
て
、

の
割
増
金
取

り
込
み
分
の
返
還
お
よ
び
一
一
一
納
制
の
実
施
な
ど
の
嘆
願
を
県
に
取
り
次
い
で
く
れ
と
新
ん

問
弁
村
の
西
潟
藤
右
衛
門
、
出
問

村
の
平
井
常
三
郎
、
間
一
戸
田
村
の
川
崎
常
太
郊
も
同
様
の
取
次
を
依
頼
し
た
。
中
路
は
こ
れ
に
戯
駆
的
に
応
じ
た
。
問
問
内
か
ら

北
村
係
長
の
分
玉
良
吉
も
同
様
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
の
を
開
い
た
中
路
は
、
彼
を
同
伴
し
て
分
五
と
会
い
、
喫
願
書
を
預
か

廃藩置県後の地域社会の変化

っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
分
玉
は
、
印
路
村
の
元
副
一
戸
長
鞍
谷
清
一
千
も
同
意
見
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
、
翌
二
日
、
さ
ら
に
中
路

は
分
玉
と
鞍
谷
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
鞍
谷
は

に
対
す
る
疑
惑
に
つ
い
て

っ
た
っ

鞍
谷
が
述
べ
た
疑
惑
の
内
容
は
、
明
治
五
年
究
租
の
割
増
金
七
百
円
余
の
う
ち
、
一
一
一
二
七
円
余
だ
け
が
村
々
に
割
戻
さ
れ
、

の
こ
り

一
七
一
一
一
円
余
が
不
明
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
こ
の
金
は
区
民
か
ら
徴
収
し
よ
う
と
し
て
い
た

集
会
所
お
よ
び
小
学
校
建
設
費
に
充
当
さ
れ
な
が
ら
、
決
算
が
小
区
民
に
知
ら
さ
れ
ず
、
未
払
い
の
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
た
（
事
件
の
判
決
で
は
、
紋
谷
が
、
明
治
六
年
八
月
免
職
に
な
っ
た
こ
と
を
一
戸
長
池
田
市
太
t

郎
の
し
わ
ざ
と
逆
恨
み
し
、

こ
の
米
払
い
割

第二節

積
金
の
こ
と
を
県
庁
に
出
一
諒
す
れ
ば
市
太
郎
は
免
職
に
な
る
と
考
え
て
そ
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
お
り
、

中
絡
の
米
訪
を
利
用
し
よ
う
と
し
た

と
さ
れ
て
い
る
）
。
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一
一
月
五
段
、
航
路
市
中
に
あ
る
飾
磨
県
大
野
大
属
の
宿
舎
へ
、
中
路
は
郎
、
か
つ
て
き
た
喫
願
書
を
差
し
出
し
た
。
そ
の
上
で

二
月
十
六
日
、
分
玉
を
同
伴
し
て
大
野
大
属
の
宿
舎
を
訪
ね
た
。
大
野
は
中
路
に
対
し
て
、
明
石
あ
た
り
で
お
ま
え
に
つ
い
て

よ
く
な
い
噌
が
た
つ
て
い
る
の
で
、

度
住
居
に
帰
っ
た
ら
ど
う
か
と
述
べ
、
退

B

席
さ
せ
た
。
分
五
へ
は
、
お
っ
て
県
庁
で
部

会
す
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
を
み
た
分
玉
は
、
嘆
願
で
の
解
決
に
否
定
的
な
見
解
な
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

係
官
へ
の
働
き
か
け
は
他
に
も
あ
っ
た
。
小
村
の
川
崎
林
之
助
は
、
務
売
り
で
諮
方
に
出
て
い
る
う
ち
に
、

一
度
に
寅
租
を

納
入
し
な
い
小
匹
も
あ
る
こ
と
を
知
り
、
第
一
二
小
区
の
処
援
を
不
公
乎
と
お
も
い
、

の
処
置
に
対
す
る
検
査
を
県
に
願
い

出
ょ
う
と
考
え
て
い
た
。
明
治
七
年
一
一
月
十
四
日
、
航
路
市
中
の
街
屋
で
酒
造
の
件
で
桜
井
中
鼠
に
而
会
に
来
て
い
た
街
中
村

藤
田
太
平
次
と
出
合
っ
た
機
会
を
と
ら
え
て
、

か
れ
に
桜
井
へ
願
い
出
て
く
れ
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
藤
田
は
す
ぐ
さ
ま
桜
井

と
会
い
、
こ
れ
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
桜
井
は
出
訴
す
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で
、
両
者
は
小
区
に
帰
り
、
木
津
村
の
副
一
戸
長
に
出

訴
を
依
頼
し
た
。
藤
田
は
、
十
七
日
夜
、
関
戸
長
か
ら
の
訴
状
を
も
っ
て
航
路
へ
向
か
っ
た
が
、
こ
の
嘆
願
へ
の
回
答
が
で
な

い
内
に
騒
動
は
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
小
区
で
の

騒
動
の
経
過

二
月
十
七
日
、
分
ま
と
姫
路
に
行
っ
て
い
た
細
田
村
藤
間
平
九
郎
は
、
悶
村
の
山
下
石
五
郎
・
藤
岡
宇
一

と
と
も
に
間
戸
田
村
川
崎
常
太
郎
宅
に
お
も
む
き
、
中
路
を
介
し
て
の
嘆
願
が
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
を

述
べ
た
。
彼
ら
は
、
嘆
願
、
に
よ
る
戸
長
の
取
り
鵠
ベ
が
急
に
は
行
い
え
な
い
と
判
断
し
相
談
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
席
で
川
崎
常
太
郎
は
、
一
福
中
村
藤
間
太
平
次
と
の
間
で
考
え
た
計
画
を
思
い
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
戸
長
へ
の
県
の
探
索

を
実
現
す
る
た
め
、
戸
長
へ
の
探
索
を
お
こ
な
わ
な
い
と
騒
動
が
起
こ
る
と
の
状
況
が
一
疑
似
的
に
演
出
す
る
こ
と
で
、
県
へ
の

嘆
願
に
重
み
な
持
た
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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月
七
日
、
彼
が
初
中
村
藤
悶
太
平
次
宅
へ
い
っ
て
、

へ
の
旋
惑
を
諮
っ
た
と
き
、
藤
田
は
、

に
疑
惑
が
あ
る
の

で
各
村
は
集
合
す
る
よ
う
に
と
い
う
張
り
札
を
一
枚
だ
け
、
字
が
ば
れ
な
い
よ
う
に
、
自
分
が
問
崩
事
で
出
か
け
る
航
路

て
も
ら
い
、
こ
れ
を
郵
便
で
川
崎
に
送
っ
て
少
し
の
開
張
り
出
し
て
も
ら
い
、
後
日
こ
れ
を
も
っ
て
日
頃
懇
意
に
し
て
い
る
終

井
中
属
に
掛
け
合
え
ば
、
実
際
に
は
集
団
で
せ
ま
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
く
と
も
、
県
に
よ
る
戸
長
の
取
調
べ
は
す
ぐ
に
行
わ

れ
る
と
述
べ
、
こ
の
計
悶
を
川
崎
と
実
行
に
移
す
こ
と
を
約
し
て
、
二
月
八
日
、
大
野
村
部
一
戸
長
の
借
金
延
滞
に
対
す
る
出
訴

の
た
め
航
路
市
中
へ
出
か
け
た
。

計
闘
の
実
行
を
中
止
し
て
お
り
、
こ
の
集

し
か
し
姫
路
に
来
て
か
ら
藤
田
は
思
い

支
り
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
川
崎
へ
の
張
り
札
の
送
付
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

藤
田
が
計
闘
を
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
実
行
せ
ず
、
嘆
顕
も
関
難
と
な
っ
た
と
考
え
る
中
で
、
川
崎
は
、
こ
の
計
画
な
演
出
で

な
く
実
際
に
す
す
め
よ
う
と
し
た
。

か
れ
は
人
々
を
集
め
、
組
問
村
住
吉
社
へ
ほ
内
村
々
か
ら
集
合
し
、
そ
の
上
で
各
村
保
美
・

B害総i授J築後の地域社会の変化

伍
長
か
ら
副
戸
長
へ
出
訴
す
る
と
の
計
画
止
を
立
て
た
。
藤
岡
宇
一
が
そ
の
計
悶
は
と
が
め
ら
れ
る
の
で
は
と
心
配
し
た
が
、
川

崎
は
深
く
心
配
す
る
に
及
ば
ず
と
し
て
説
得
し
、
集
会
の
張
り
札
を
下
書
き
し
た
。
こ
れ
な
藤
岡
宇
一
が
四
枚
清
書
し
、
藤
岡

以
i

九
郎
ら
が
細
岡
村
に
帰
る
途
中
、
同
一
戸
田

中日
4

八
日
、
藤

国
・
翻
悶
・
和
田
の
凶
カ
村
に
張
り
札
を
お
こ
な
っ

同
一
千
九
郎
ら
は
、
中
路
へ
の
嘆
願
を
一
絡
に
計
闘
し
て
い
た
西
村
の
一
平
井
常
三
郎
に
も
計
闘
を
話
し
、
西
村
か
ら
の
農
民
の
参

加
を
依
頼
し
て
費
問
を
得
た
。

十
八
日
に
入
っ
て
、
一
戸
長
へ
の
疑
惑
と
不
満
が
広
が
っ
て
い
た
院
内
各
村
か
ら
、
細
田
村
住
吉
社
へ
続
々
と
人
が
集
ま
り
始

第二節

め
た
。
集
ま
っ
た
人
々
は
、
さ
ら
に
不
参
加
の
区
内
各
村
へ
の
参
加
を
促
す
た
め
の
伝
令
を
送
っ
た
。
鴨
谷
村
伊
藤
儀
之
助
は
、

十
八
日
夜
組
問
村
か
ら
南
に
下
が
っ
て
、
不
参
加
の
義
岡
村
・
下
村
・
福
中
村
を
ま
わ
り
、
大
野
村
に
入
ろ
う
と
し
て
、
そ
こ

、
｝ト
w
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で
同
村
副
一
戸
長
と
そ
の
父
親
に
、
当
村
は
ほ
か
の
村
の
世
話
に
は
な
ら
な
い
、
集
会
へ
は
一
人
も
参
加
さ
せ
な
い
と
参
加
を
剖

止
さ
れ
た
。
伊
藤
は
こ
の
態
度
に
つ
い
て

々
し
く
お
も
っ
た
が
、
こ
の
あ
と
慶
明
村
・
印
路
村
へ
も
参
加
を
促
し
て
細
凹
村

に
mm
っ
て
い
る
。

大
野
村
だ
け
で
な
く
、
村
役
人
の
多
く
は
、
こ
の
集
会
を
是
認
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
第
三
小
一
色
戸
長
が
大
庄
屋
で
あ

っ
た
こ
ろ
、
金
銭
問
題
で
一
時
領
内
か
ら
追
放
さ
れ
、
一
戸
長
を
逆
恨
な
し
て
い
た
問
弁
村
の
同
市
川
藤
布
衛
門
は
出
席
し
よ
う
と

し
て
、
村
役
人
に
止
め
ら
れ
、
帰
宅
し
て
い
る
。

十
九
日
に
は
い
っ
て
、
そ
の
人
数
は

に
よ
る
と
千
二
、

白
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。
四
一
戸
田
村
川
崎
常
太
郎
ら
は
、

削
米
の
方
針
ど
お
り
、
こ
こ
で
保
長
・
伍
長
に
よ
る
副
戸
長
へ
の
出
訴
を
訴
え
た
が
ま
と
ま
ら
、
ず
、
だ
れ
か
ら
と
も
な
く
集
会

所
へ
詰
め
よ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
農
民
集
団
は
彼
ら
の
意
志
を
こ
え
動
き
だ
し
、
設
謀
者
た
ち
は
、
こ
の
集
団
に
向
行
し
成

り
行
き
を
み
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
く

3

こ
の
日
向
和
村
の
集
会
所
へ
詰
め
寄
っ
た
集
団
は
、
わ
ら
じ
の
ま
ま
集
会
所
へ
上
が
り
込
み
、
過
納
米
を
引
き
渡
せ
、
隠
医

し
て
い
る
割
増
金
を
糸
し
出
せ
と
日
々
に
叫
ん

そ
の
後
、
彼
ら
は
近
く
の
押
部
川
の
河
原
に
集
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で

帆
行
村
伊
藤
儀
之
助
は
、
村
々
へ
参
会
を
ふ
れ
ま
わ
っ
た
際
、
大
野
村
で
の
事
件
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
激
高
し
た
集
団
の
一
部

は
、
大
野
村
副
戸
長
宅
の
座
敷
へ
土
足
で
上
が
り
込
み
、
説
一
戸
長
親
子
へ
開
会
を
求
め
た
が
、
間
人
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
高

和
村
の
河
原
へ
引
き
上
げ
て
い
る
。

車
二
月
二
十
日
、
判
決
で
は
県
庁
か
ら
斎
藤
紘
中
印
刷
ほ
か
二
人
の
官
民
が
訪
れ
、
説
諭
し
た
た
め
鎮
的
化
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
実
際
に
は
単
な
る
説
諭
で
は
な
く
、

「
探
索
引
…
円
一
に
よ
れ
ば
、
県
は
明
お
・
姫
路
市
中
か
ら
議
卒
を
繰
り
出
し
、
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こ
れ
に
対
し
て
農
民
集
団
の
側
が
瓦
を
投
げ
る
と
い
う
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
騒
動
が
約
ま
っ
て
以
降
も
、
飾

磨
県
は
、
間
以
官
や
漣
卒
や
明
石
居
住
の
士
族
な
ど
数
名
に
よ
る
小
…
以
一
内
巡
関
を
続
け
た
。

ま
た
、
誠
一
人
選
郡
第
二
小
夜
で
も
同
様
の
騒
動
が
あ
っ
た
（
『
新
修
神
戸
市
史
』
賎
業
経
済
編
l
y

飾
磨
察
の
地

方
制
度
改
革

戸
一
同
氏
の
職
務
、
と
く
に
会
計
処
理
に
対
す
る
住
民
の
旋
惑
は
、
全
県
的
に
あ
ら
わ
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
飾

際
問
対
は
こ
れ
を
解
消
し
、
小
学
校
教
育
や
地
租
改
疋
を
推
進
す
る
た
め
、
閉
山
治
七
年
秋
か
ら
抜
本
的
な
制
度

改
革
を
は
じ
め
た
。

十
月
、
小
区
以
下
の
役
員
の
改
正
が
布
達
さ
れ
た

（
突
施
は
翌
年
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
）
。

小
区
に
は
医
長
・
剥
区
長
・
書
役
、

村
に
は
一
戸
長
を
お
き
、
保
庶
民
は
廃
止
さ
れ
た
。

そ
し
て
医
長

の
職
務
は
、
表
刊
け
に
あ
る
よ
う
に
「
区
長
職
制
」

職
制
」
で
綿
密
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に

（小区）

i
一
戸
長
（
村
）
と
い
う
行
政
系
統
が
確
立
、

兵
隊
県
と
の
合
併

廃液置県後の地域社会の変化

後
も
縦
続
さ
れ

正
副
区
一
版
文
は
、
小
区
全
体
を
統
括
す
る
も
の
で
、
県
令
の
｛
代
任
」
と
し
て
区
内
住
民
に
対
す
る
と
と
も
に
、
区
誌
を
一
代

盟
一
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
佼
程
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
の
京
点
は
一
戸
長
の
監
督
な
中
心
と
す
る
悶
と
県
の
行
政
事
務
を
行

う
こ
と
に
あ
っ
た
。
県
の
ね
ら
い
は
、
旧
米
の
大
庄
盤
的
な
運
営
に
か
わ
り
、
官
僚
制
的
な
合
理
制
を
も
っ
運
営
へ
と
小
慌
の

運
営
を
転
換
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
と
き
、

正
融
区
長
・
者
役
（
設
記
）
か
ら
な
る
行
政
機
構
に
ふ
さ
わ
し

く
、
小
広
で
の
事
務
を
扱
う
場
所
も
、
集
会
所
か
ら
区
務
扱
所
と
改
め
ら
れ
た
む

第二節

十
一
月
に
入
る
と
、
役
員
改
正
と
連
動
す
る
具
体
的
な
運
営
方
法
の
改
諮
問
が
行
わ
れ
た
。

mm
は
「
民
的
以
受
払
規
則
」
を
設
け

て
、
民
費
（
小
一
弘
お
よ
び
村
の
入
校
）
の
処
理
方
法
を
朔
確
化
し
て
、

小
区
運
営
に
対
す
る
住
民
の
疑
惑
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
会
計
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lえ防総梁潜さらえ道路の修総，道路掃除・泌さらえの受持ち村の決定。

部内の諸際的害事の審賓と認可（ただし務願伺守：の'l;iJ下の権限はなし）。

部内入技会計の明確化，区授の反別・戸口へのJlli~課の｜際，不公平のないよう

に処置。

rg林官地の把握と区域内伐木，柏木・倒木の処絞（ただし県の許可を得たの

ち）。

部内の社ミ＇I＇の厳密。

孝行善行者および悶窮者の区長へのよI~ と区炎との合言誌の上で、の県へのJ二Iわ。

犯葬者がいる；場合医長へ上申，緊急時には遜卒屯所および番人へ通知。

就学の勧誘。

火災など非常事ー態に対する処i授。
職務t伝免の際の設類全体の後継役人への引き波し。

①

①

①

 

⑦ 

③

①

⑬

＠

⑫

⑬

 

な
中
心
と
し
て
制
度
運
用
を
合
理
化
し

住
民
が
疑
惑
を
も
っ
た
最
大
の
要
悶
は
、
一
戸
長
が
小
区
内
の
事
業
に
使

用
す
る
た
め
の
資
金
を
立
て
待
え
、
年
度
末
に
立
棒
期
間
の
利
子
を
含
め

て
、
各
村
か
ら
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
規
郎
で
は
、
各
村
か
ら
先
に
一
定
金
額
を
集
め
、
こ
れ
を

掛
展
（
銀
行
類
似
機
関
）
に
預
け
て
、
小
区
内
事
業
の
運
営
資
金
と
す
る
こ

と
で
、
区
長
の
恋
怠
を
紡
ぐ
と
と
も
に
、
預
け
入
れ
利
子
を
財
源
の
一
部

と
す
る
方
法
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
先
に
集
め
た
金
を
「
民
費
備
金
」
と

い
う
。
ま
た
民
伎
の
項
目
の
統

が
は
か
ら
れ
、
帳
簿
等
の
形
式
が
決
め

ら
れ
た
。

さ
ら
に
一
戸
長
給
与
や
旅
伎
に
一
定
の
基
準
が
設
け
ら
れ

ま
た
氏
費
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
も
、
疑
念
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置

が
と
ら
れ

伍長一一一、

間
人
を
一
組
と
し
て
、

…
年
ご
と
に
輪
番
で
そ

の
内
一
人
が
鍛
収
に
あ
た
り
さ
れ
を
年
番
伍
長
と
呼
ぶ
て
そ
の
年
番
伍
長

が
村
で
の
入
費
と
小
誌
で
の
入
費
に
分
け
、
村
入
費
は
村
へ
、
小
区
費
用

は
小
区
に
運
び
、
そ
こ
で
彼
ら
の
立
会
い
の
も
と
で
、
現
金
帳
簿
の
駐
査

が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
県
が
承
認
す
る
と
い
う
制
度
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
一
戸
長
ら
が
直
接
現
金
な
扱
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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路青年程県後の地域社会の変化第二節

区長・副区長・番役および戸交のi議ilJIJ（安部溶J県）

区長戦jlJIJ

区な総括するものとして下にむかつては県令の「代任J，ょに対しては区民の「代

理」。

① 区内からの諮願・作j届等の県への上迭の認可（均一Fの権限なし）。

② 区の諮役（怒記）および戸長以下の勤務監視。

③ 図録からの布告の区内への伝迷，調査命令を受けた場合の調査。

① 区内の地JlJ!区域のI苅際化，地区iの作成，反別調査。

① 戸籍の力11除，牛馬数確認，徴兵適齢若雪の下調，猟銃の取締。

① 堤防橋梁の修終。

⑦ 孝悌議行者の表賞。貧E弱者の救倣，ヲミ災等によるi濁窮者のよト＼3および処陸。

③ 犯罪者の勘i河と仮供述主役の作成（県へよiや）' 1言論の取締りと蓬~￥－屯所・県へ
の報告。

天災等区内非常事態の処寵，変死・行倒人の処置。

区内児蛍の就学のi足巡。

物産の振興， i段業技術の改良。

租税・諮上納物言ピ遅れなく県に上納するよう戸長を監督・指揮。

区入授の!:I：＼約の監査上中および一覧表の作成と一般への観覧の許可。

区内社寺のmii'＇底。

可決務転免の際の投類引き渡しと事務ヲ！継諮の作成。

表 24

①

⑬

⑪

⑫

⑬

⑬

⑬

 

部区長I都知！

区長の檎!l)Jおよび不在の時の区長職務代理。

設役職11Jil

区内百般の記録および金銭の出納。

戸長戦術j

区内の一部分を分科iし，区交の指揮にしたがって官官内の人民を導びき，事務を遂

行，一村全体に関係するような議務は村の役員と熟議の上処置，容新は禁止。

① 凶.J果の布告番類の部内への低迷，部内において伝達された布告書類の内容

を部内人民が知らない場合は戸長の支任。

部内の耕地反別の把握と租税諸上納の耳元立。

戸口のi衿減の加除と区長への伝迷，無籍者取締，徴兵の下調と区長への室長出，

牛馬数の加除。

② 

③ 

近代・現代陵史総Wまラ9



表 25 明治 9年後半

期制EE村氏資的i金

戸数

p 
1 

1 

2 

6 

8 

8 

23 

19 

12 

80 引
削

メう、
に1

」
の
制
度
は
現
実
に
実
行
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
、
明
石
郡
細
防
村

資料： r大j?_Ej家文議」

で
は
、
明
治
九
年
に
は
、
年
度
後
山
十
分
だ
け
で
百
問
円
あ
ま
り
の
備

金
が
年
番
伍
長
財
家
吉
右
衛
門
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
、
県
庁
で
検
閲

を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
後
払
い
な
先
払
い
に
す
る
だ

備金納入額

4円以上

3円50銭～

3円～

2円50銭～

2円～

I門50銭～

l円～

50銭～

50銭未満

け
に
、
貧
困
者
に
対
す
る
徴
収
は
悶
難
だ
っ
た
よ
う
で
、
細
田
村
で

も
徴
収
に
官
ぃ
服
し
て
い
る
。
個
々
人
の
納
入
鎮
の
算
定
が
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
細
岡
村
で
は
、
表
お

の
よ
う
に
納
入
額
に
か
な
り
の
差
が
つ
け
ら
れ
た
。

明
石
郡
第
一
一
一
小
一
民
で
は
、
騒
動
直
後
の
明
治
七
年
一
一
一
丹
、
村
民
、
が
一
日
五
加
ず
つ
た
め
、
こ
れ
を
伍
長
に
預
け
て
お
い
て
、

こ
れ
を
民
費
と
し
て
使
う
と
い
う
方
向
が
、
戸
長
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
こ
の
制
度
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
動

き
が
あ
っ
た
。
県
は
こ
の
よ
う
な
動
き
を
取
り
入
れ
て
こ
の
政
策
を
つ
く
っ
た
よ
う
で
、
民
政
受
払
競
則
は
布
達
さ
れ
る
以
前

の
同
年
七
月
に
、
県
下
の
一
戸
長
副
一
戸
長
を
姐
路
に
集
め
て
内
容
説
明
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
で
過
半
数
の
賛
同
を
得
て
い
た
。

叩
説
明
治
八
年
七
月
、
飾
磨
県
は
全
県
的
に
小
区
を
統
合
し
、
規
模
を
拡
大
し
た
。
明
石
部
で
も
、
大
規
模
な
合
併
が
行
わ
れ

た
よ
う
で
、
第
二
小
区
と
第
一
一
一
小
底
が
合
併
し
て
、
あ
ら
た
に
第
二
小
区
と
な
っ
た
。
県
は
そ
れ
ま
で
の
大
庇
麗
系
譜
を
ひ
く

も
の
を
遠
隔
地
へ
転
任
さ
せ
た
り
、
士
族
を
登
用
し
た
り
し
て
、
あ
ら
た
な
小
区
の
機
構
を
県
庁
と
結
び
つ
い
た
行
政
機
構
に

と
な
っ
た
。

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
新
第
一
一
小
区
で
は
、
旧
第
瓦
小
区
一
戸
長
で
、
騒
動
の
鎮
静
化
に
つ
と
め
た
士
族
の
美
濃
部
党
が
区
長

玄60第一議近代繁明期の神戸



飾
磨
県
の

地
方
民
会

一
戸
交
を
中
心
と
し
た
小
区
内
各
村
の
合
議
に
よ
る
地
域
の
運
営
方
法
は
、
飾
’
際
県
が
開
催
し
た
地
方
民
会
の
運

営
方
法
に
も
適
用
さ
れ
た
。
明
治
七
年
七
月
末
か
ら
八
月
の
初
旬
、
飾
磨
県
は
各
小
区
の
戸
長
を
議
員
と
し
て
、

臨
時
の
県
会
同
を
開
催
し
た
。

こ
の
会
開
は
、
こ
の
年
九
月
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
地
方
官
会
議
（
全
閣
の
県
令
や
知
事
を
集
め
た
会
議
）
に
向
け
た
も

の
で
あ
っ
た
。
権
令
で
あ
る
森
悶
呂
純
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
地
方
官
会
議
で
県
民
に
か
わ
っ
て
討
論
を
お
こ
な
う
か
ら
、
前
も

っ
て
県
民
の
意
志
を
明
確
に
す
る
た
め
臨
時
の
県
会
問
を
開
地
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
各
小
区
の
一
戸
長
ら
は
、
議
員
と
し
て
議

場
に
臨
む
と
き
は
、

日
間
以
の
職
掌
や
身
分
に
か
か
わ
り
な
く
、
人
民
の
窓
を
代
弁
し
て
議
員
を
つ
と
め
よ
と
さ
れ

議
案
は
、
第
一
口
す
が
収
純
一
一
一
納
制
の
使
否
、
第
二
号
が
地
租
改
正
の
願
序
に
つ
い
て
、

民
選
議
院
を
開
く
事
の
是

非
、
第
四
号
が
由
民
税
を
経
く
し
、
商
工
税
を
主
く
し
、
租
税
の
一
平
均
を
得
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
し
て
号
外
と
し
て
県
内
の
問

fflJ落賀県後の地域社会の変化

中
学
校
を
廃
止
し
、
航
路
明
石
に
教
別
伝
習
所
（
小
学
校
教
員
養
成
機
関
）
を
設
立
す
る
こ
と
の
是
非
、

お
よ
び
小
学
教
則
の
内
特

の
見
直
し
で
あ
っ
た
。
号
外
・
第
一
一
一
号
議
案
を
除
い
て
、
租
税
の
問
題
が
主
で
あ
り
、
と
く
に
第
一
号
の
寅
租
の
一
一
一
納
制
の

非
な
ど
は
、
一
克
明
石
領
で
の
騒
接
と
も
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

会
開
は
制
度
的
に
県
令
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
県
民
の
合
意
を
得
て
地
租
改
正
や
初
等
教
育
の
円
前
な
遂
行

を
め
ざ
す
県
は
、
臨
時
の
県
会
問
で
の
決
定
を
そ
れ
な
り
に
重
視
し
た
よ
う
で
あ
る
。
号
外
議
案
は
こ
の

二
月
に
実
施
に

移
さ
れ
、
県
民
は
伝
留
所
建
設
の
た
め
の
資
金
の

部
を
良
資
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
第
一
か
ら

第二部

第
四
ま
で
の
案
は
、
地
方
官
会
議
終
了
後
に
決
定
を
実
作
す
る
と
臨
時
県
会
開
で
き
め
た
の
に
、
地
方
官
会
議
が
延
期
さ
れ
た

た
め
、
こ
の
会
開
で
の
決
定
は
十
分
い
か
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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翌
明
治
八
年
六
月
、
延
期
さ
れ
て
い
た
地
方
官
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
飾
磨
路
は
こ
れ
に
先
立
ち
五
月
十
八
日
か
ら
七
日
間
、

地
方
官
会
議
の
議
胞
の
「

眼
下
の
ほ
長
を
集
め
て
臨
時
会
同
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
様
子
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
前
年
と
間
趣
旨
で
開
催
さ
れ
、

川
叶
j

’ノロド
L
v
hザ
ペ

F
い
N
げ
、

机ド
l
－
ド

F
4
M
l
p
J

／
一
一

J
J

、
地
方
ル
診
察
ノ
事
、
第
一
一
一
、
地
方
民
会
ノ
事
、
第

問
、
貧
民
救
助
方
法
ノ

、
道
路
堤
防
橋
梁
ノ
事

お
よ
び
初
等
・
中
等
教
育
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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