
第
三
節

板
宿
村
で
の
村

方
争
議
一
の
発
端

村
落
社
会
の
動
向

村
落
構
造
の
変
動

党
E
X
J元
禄
期
（
一
七
社
紀
後
半
）
以
降
の
、
約
作
を
中
心
と
す
る
商
業
的
農
業
の
発
展
が
、
摂
播
村
々
の

村
落
構
造
を
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。

し
か
し
史
料
的
制
約
か
ら
、
市
域
の

村
々
の
中
で
、
近
世
初
期
か
ら
中
期
に
至
る
ま
で
の
措
層
構
成
を
一
貫
し
て
追
跡
し
得
な
い
た
め
、
村
落
構
造
の
変
動
を
具
体

た
だ
、
や
や
断
片
的
な
が
ら
、
御
影
村
で
は
寛
文
J
安
、
氷
期
に
上
位
高
持
層
の
新
出

的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

交
代
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
明
石
郡
中
村
や
入
部
郡
山
簡
の
坂
本
村
で
は
、
同
時
期
の
階
寝
構
成
の
変
還
に
、
上
位
高
持

村落下＼－会の動向

腐
の
減
少
と
中
山
民
間
聞
の
増
大
と
い
う
傾
向
が
う
か
が
え
る
こ
と
な
ど
は
指
摘
で
き
る
（
表
併
）
。
こ
れ
は
旧
米
か
ら
詑
屋
な
ど
村

役
を
独
占
し
て
き
た
名
家
の
没
務
、
新
し
い
有
力
農
民
の
進
出
、
そ
し
て
村
政
に
対
す
る
中
農
腐
の
役
割
噌
大
と
い
っ
た
村
内

状
況
に
結
び
つ
く
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第三節

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
こ
こ
で
は
卒
保
J
明
和
期
に
起
こ
っ
た
、
二
件
の
村
方
騒
動
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
の
時

期
、
村
落
の
中
で
進
行
し
て
い
た
変
動
の
質
を
探
っ
て
み
た
い
。
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表 64 近i止市J. 1:joJ坊の階層構成

I ド村（明石郡）A 

支！筒 5年（1755)

% 
3.6 

3.6 

12. 5 

21. 4 

19.6 

39.3 

100.0 56 100.0 

坂本村（入部郡山間）

Jミ干 潟 延'.li8年（1680) 本保12年（1727)

:{:i 正1 % r, % 
10以上 9. 1 2. 7 

5～10 6 18.2 9 24.3 

3～ 5 7 21. 2 8 21. 6 

3未満 17 51. 5 19 51. 4 

合 計 33 100.0 37 100.0 

(i:l') i明Ii£は含まない。坂本村延3i:8年のl!ffil':iは9戸，そ

の｛也は不談。

資料.rm事凶家Xil:FJ，「rnri4家文芸tJ

本
保
十
一
年
（
一
七
三
ハ
）
十
ご
丹
、

八
部
郡
板
宿
村
の
百
姓
一
二
三
名
が
連
印

の
上
、
次
期
庄
麗
を
、
先
の
庄
屋
で
あ

っ
た
庄
左
衛
門
に
か
え
て
ほ
し
い
旨
、

代
官
所
に
願
い
出
た
。
当
時
の

右
衛
門
は
、
老
衰
の
た
め
に
歩
く
こ
と

さ
え
も
困
難
な
状
態
で
、
到
底
庄
麗
役

を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理

出
で
あ
る
。
同
様
の
趣
旨
の
願
い
出
は
、

代
官
所
よ
り
、
こ
の
年
の
か
十
日
勘
定
を
済
ま
し
た
上
で
再
度
願
い
出
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
今
間
十
二
月
の
訴
え
と
な
っ
た
も
の

そ
れ
以
前
に
も
度
々
な
さ
れ
て
き
た
が
、

で
あ
る
。

2 

今
ノ

M

m
，

，

今

ノ

u

’B
B
A

今
，
“

・1
・’
4
A

今
，
白

40 メ主
1-1 

B 

訴
状
に
よ
れ
ば
、
庄
左
衛
門
を
次
期
毘
屋
と
し
て
望
ん
で
い
る
者
は
す
で
に
…
一
一
一
一
一
名
に
達
し
、
板
z
稲
村
本
家
百
姓
五
十
余
軒

安永 3年（1706)

o~ ,, 

の
過
半
を
占
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
る
二

O
肝
ほ
ど
の
家
が
甚
右
衛
門
方
に
つ
き
、
庄
左
衛
門
を
脊
り
者
だ
と
し
て
、

12. 5 

10.0 

15.0 

17.5 

7. 5 

37. 5 

仁1. 

側、U
4
ι
r
O
7・
今

δ

H

bi
 

治i

~.i 石！
30J;J、I:

20～30 

15～ 20 ' 

10～15 

5～ 10 : 

3～ 5 

3未満

そ
の
庄
屋
役
就
任
を
妨
害
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
庄
左
衛
門
家
、
甚
右
衛
門
家
は
、
貞
一
挙

fi'f-

そ
れ
ぞ
れ
五
人
、
二
人
の
下
人
を
抱
え
て
お
り
、

（
一
六
八
六
）
当
時
で
も
、

一
八
位
紀
後
半
の
村
内
持
高
を
み
て
も
、
庄
左
衛
門
が
一

八
布
、
甚
右
衛
門

が
二

O
石
ほ
ど
を
保
有
し
て
い
て
、
相
変
わ
ら
ず
同
家
と
も
五
人
を
超
え
る
下
人
十
一
抱
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
家
と

306 ill:ドそれ会のE芸術i第三三本



も
に
、

一
貫
し
て
村
を
代
表
す
る
よ
う
な
上
府
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
平
保
期
の
板
宿
村
で
は
、
村
を
代
表
す
る

よ
う
な
、
こ
の
二
人
の
上
肩
農
民
を
中
心
に
村
内
が
、
い
わ
ば
毘
左
衛
門
派
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
甚
右
衛
門
派
の
二
派
に
分

か
れ
て
対
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
対
立
は
、
上
層
農
民
間
の
単
な
る
主
導
権
争
い
で
あ
っ
た
と
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

9

突
は
両
者
の
対

立
は
、
十
年
以
上
前
に
も
、
井
川
相
料
特
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
し
て
や
わ
れ
る
と
い
う
、
根
深
い
背
去
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

吋

F
Q
o争

議
の
出
向
繁
と
な

っ
た
井
手
料
米

波
宮
寸
々
こ
土
、
ぎ
く
？
っ

j
’
j
l
i
ト

1
1
1
i

一
之
井
L

と
呼
ば
れ
る
古
い
弁
収
が
あ
り
、
板
宿
村
だ
け
で
は
な
く
、

隣
村
の
駒
ケ
林
の
田
畑
を
も
潤
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
板
宿
村
か
ら
分
水
を
受
け
て
い
る
駒
ケ
林
村

い
で
り
ょ
う

は
、
毎
年
「
井
手
料
米
い
と
し
て
米
一
斗
六
升
を
板
宿
村
に
支
払
っ
て
き
た
。
こ
の
井
手
料
米
は
四
等
分
さ
れ
、
正
左
衛
門
家

を
は
じ
め
と
す
る
四
家
が
そ
れ
ぞ
れ
閤
升
ず
つ
請
け
取
る
の
が
、
十
日
米
か
ら
の
仕
来
り
で
あ
っ

庄
友
衛
門
は
、
訴
状
の
中
で
け
ら
の
家
を
つ
下
之
庄
の
名
士
」
で
あ
り
、

っ
根
本
」
の
百
姓
で
あ
る
と
い
っ
て
お
り
、
ふ
れ
史
、

同
家
は
代
々
庄
慶
投
な
勤
め
、

時
は
尼
崎
帯
大
庄
最
も
，
兼
保
し
た
こ
と
の
あ
る
、
文
字
通
り
の
名
家
で
あ
る
。
井
手
料
米
が

村裕社会の動向

古
来
よ
り
、
毘
左
衛
門
家
な
含
む
自
家
に
渡
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
家
が
と
も
に
、
庄
左
衛
門
家
に
類
し
た
中
位
末
以

来
の
草
分
げ
的
根
本
百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
家
の
う
ち

一
家
は
、

か
な
り
官
い
時
期
に
断
絶
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
こ
家
の
分
八
升
は
、
そ
れ
以
降

第三長！ll

村
中
の
も
の
と
さ
れ
、
残
る
庄
左
衛
門
家
、
重
右
衛
門
家
だ
け
が
、
そ
の
後
も
間
升
ず
つ
の
井
手
料
米
を
請
け
取
っ
て
来
た
。

し
か
し
、
宝
、
水
一
一
一
年
（
一
七
O
六）、

つ
い
に
在
左
衛
門
家
も
’
身
上
不
勝
手
の
た
め
に
、
庄
屋
役
を
退
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

111. ,ii工際世ミ繍Ill307 



こ
の
時
、
新
た
に
庄
屋
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
が
甚
右
衛
円
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
宏
、
氷
七
年
庄
左
衛
門
が
す
で
に
庄
麗
役
を
退
い
て
い
る
こ
と
を
理

由

問
介
の
井
手
料
米
を
庄
左
衛
門
に
渡
す
こ
と
を
相
み
、
井
手
料
米

板府村絵図（部分）

は
残
ら
ず
村
中
へ
取
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

正
徳
二
年
（
一

七

二
）
、
庄
左
得
門
が
従
来
通
り
井
手
料
米
を
請
け
取
り
た
い
と
訴
え
出

た
の
が
、
訴
訟
の
発
端
で
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
庄
左
衛
門
家
が
争
っ
た
の
は
、

間
升
の
米
そ
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
訴
訟
の
過
程
で
同
家
が
主
張
し
た
の
は
、
井
手
料
米

写哀 77

が
庄
屋
役
に
付
随
し
た
も
の
で
は
な
く
、
根
本
百
姓
の
代
々
の
家
替
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
り
、
根
本
百
姓
の
家
の
筋
目
を
立
て
、
十
日
来
の
作
法
や

儀
式
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
古
来
の
特
権
を

る
と
誇
る
庄
左
衛
門
を
脊
り
者
と
し
て
指
障
し
、
井
手
料
米
は
村
の
も
の
で
あ
り
、
残
ら
ず
村
中
へ
収
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し

筋
闘
の
家
督
と
し
て
主
張
し
、
自
ら
を
根
本
冴
姓
に
白
米
ず
る
名
士
で
あ

て
対
決
し
た
の
が
、
新
庄
屋
の
甚
右
衛
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
は
、
翌
正
徳
一
一
一
年
っ
井
手
料
米
は
先
規
の
通
り
L

と
す
る
裁

し
か
し
、
こ
の
訴
訟
の
過
程
で
鎖
わ
に
な
っ
た
、

許
が
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
で
、
毘
左
衛
門
側
の
勝
訴
と
な
っ
て
落
着
し
た
。

特
権
的
板
本
百
姓
と
非
特
権
的
上
層
農
か
ら
出
た
新
庄
屋
と
の
対
立
が
、
そ
の
後
も
村
中
な
二
分
す
る
形
で
続
き
、
こ
の
享
保

期
の
庄
屋
跡
役
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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板
宿
村
に
お
け
る
正
徳
・
卒
保
則
の
騒
動
は
、
中
世
末
以
来
の
特
権
的
線
本
一
点
姓
の
哀
退
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
機

か
で
あ
る
。

Iii: 在

m
m
家
の
う
ち
二
家
が
す
で
に
断
絶
と
な
り
、
庄
左
衛
門
家
も
宝
永
年
間
に
身
上
不
勝
手
を
理
由
に
い
っ
た
ん
は
皮

展
役
を
退
い
て
お
り
、
残
る
設
右
衛
門
家
も
訴
訟
過
程
に
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
窓
味
で
、
こ
の
騒
動
は
、

る
。
し
か
し
一
方
で
、

m~~国語 Ill

衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
中
位
末
以
来
の
板
本
百
姓
の
特
権
な
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
の
騒
動
は
惣
百
姓
が
そ
れ
ぞ
れ
一
一
派
に
分
か
れ
て
対
立
し
て
お
り
、
後
に
見
る
出
川
村
の
座
席
争
論
の
よ
う
に
、
村
役
人
対

一
般
百
姓
と
い
う
明
確
な
構
図
を
示
し
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
一
一

O
石
を
超
え
る
高
持

表
出
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
十
去
の
板
宿
村
の
階
絹
構
成
で
あ
る
。

農
民
が
お
ら
ず
、
無
高
層
も
ま
た
四
人
と
相
対
的
に
少
な
い
。
逆
に
、
五
J
一
O
石
腐
を
中
心
に
、
五
石
以
と
開
が
全
体
の
ふ
ハ

割
近
く
を
占
め
、
中
上
層
農
民
の
比
率
が
高
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。か

り
に
四
十
数
年
前
の
享
保
則
板
宿
村
の
姿
で
も
あ
っ
た
と
す

こ
の
階
層
構
成
に
示
さ
れ
た
中
上
層
農
民
の
腐
の
厚
さ
が
、

中、；ty*fl：会の動｜古j第三節

明和 2年（1765）板宿

村の階間構成

支出

数

% 
4. 9 

6.6 

11. 4 

39.3 

6.6 

24.6 

6.6 

家

中下
3 

4 

7 

24 

4 

15 

4 

石石
20～ 30 

15～ 20 

10’～ 15 

5～ 10 

3～ 5 

3未満

然高

高持

100.0 61 計ー〆》、
仁1

る
な
ら
ば
、
亭
保
期
の
騒
動
は
、
こ
う
し
た
中
上
踏
農
民
が
一
つ
の
階
寝
的

利
害
の
た
め
に
結
集
す
る
の
で
は
な
く
、
出
来
の
特
権
や
作
法
の
存
続
如
何

資料： 「戸t;IJ：事読売士会文書J

を
軸
に
、
中
上
層
農
民
が
む
し
ろ
対
立
し
分
裂
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旧
来
の
特
権
な
め
ぐ
る
村
方
騒
動
は
、
次
に
み
る

明
和
期
の
白
川
村
座
席
争
論
で
は
、
さ
ら
に
徹
底
し
た
対
決
と
な
る
。

白
川
村
に
は
、

中
←11主
じi
来

荘
閣
制
下
の
下
級
住
官

明
和
期
白
川
村

の
座
席
争
議

近
世

309 

（
有
力
名
主
）
に
山
出
来
す
る
五
漆
頭
家
が
存
在
し
、



に
入
っ
て
か
ら
も
、
こ
の
五
接
頭
家
が
年
訴
で
庄
屋
役
を
勤
め
、
残
る
四
人
は
年
寄
役
を
勤
め
る
と
い
う
体
制
が
続
い
て
い
た
。

一
軒
は
一
七
世
紀
半
ば
頃
に
退
転
し
、
主
開
六
年
（
一
七
五
六
）
に
は
、
甚
五
兵
衛
家
が
身
上
不

し
か
し
、

五
常
頭
家
の
う
ち
、

如
意
か
ら
分
散
（
倣
践
）
と
な
り
、

間
畑
・
居
宅
ま
で
も
債
権
者
に
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
圧
屋
役
を
退
き
逼
梨
の
身
分

と
な
っ
た
。
争
い
の
発
端
ば
、
こ
う
し
て
没
落
し
た
甚
五
兵
衛
家
が
、
な
お
得
頭
家
の
格
式
と
防
次
を
関
守
し
よ
う
と
す
る
の

に
対
し
て
、
村
方
一
統
が
、
際
席
そ
の
他
何
ご
と
も
一
平
百
姓
並
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
対
峠
し
た
こ
と
に
あ
る
。

白
川
村
で
は
、
従
来
、
需
一
政
家
が
年
令
順
に
上
践
に
す
わ
る
と
い
う
仕
来
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
両
者
の
対
立
に
困
惑
し

たが
l
時
の
庄
屋
佐
左
衛
門
は
、
こ
の
仕
米
り
を
一
応
前
提
と
し
た
上
で
、
英
五
兵
衛
JM
品
は
庄
屋
・
年
寄
の
次
に
着
陸
す
る
よ
う

に
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
つ
当
時
庄
屋
・
年
寄
役
を
勤
め
て
い
る
者
た
ち
自
身
も
帯
頭
家
で
あ
る
以
上
、
接
頭
家
の
家
絡

を
守
り
ぬ
く
意
向
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
村
方
一
統
は
、
甚
五
兵
衛
家
が
も
は
や
村
役
人
を
勤
め
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
分
散
と
な
っ
た
甚

五
兵
衛
家
の
家
役
・
足
役
・
氏
神
火
灯
費
用
な
ど
は
村
入
用
を
も
っ
て
、
村
方
一
一
統
で
負
担
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、

に
激
し
く
反
発
し
た
。

し
か
も
そ
の
冊
、
民
民
た
お
は
、
政
士
神
大
歳
神
社
拝
殿
に
集
ま
り
、

一
味
徒
党
の
連
判
を
も
っ
て
、
庄
屋
方
か
ら
触
れ
た

寄
A

月
刊
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
な
ど
、
結
束
し
た
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
解
決
の
見
通
し
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
庄
屋
佐

左
衛
門
は
、
村
方
の
農
民
な
一
一

1
1一
人
ず
つ
随
時
呼
び
出
し
、
庄
屋
の
提
示
し
た
線
に
沿
っ
て
内
済
す
る
よ
う
根
川
し
を
し
た

上
で
、
そ
の
翌
日
、
本
家
格
の
村
方
百
姓
ら
を

に
集
め
、
一
仰
皮
肉
済
を
承
諾
す
る
よ
う
説
得
に
か
か
っ
た

」
の
説
得
に
よ
り
、

五
人
の
一
自
性
は
、

に
委
任
す
る
こ
と
を
了
承
し
て
送
出
す
る
が
、
残
る

人
は
、
庄
悶
肢
の
い
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か
な
る
説
得
に
も
如
、
と
し
て
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
明
和
二
年
、

つ
い
に
甚
五
兵
衛
は
、
こ
の
二
一
一
人
の
う
ち
問

1
五
人

.Ti: 

を
召
し
出
し
て
、
番
頭
家
の
座
席
と
佐
古
か
ら
の
格
式
を
守
る
よ
う
仰
せ
付
け
て
ほ
し
い
と
訴
え
出
た
わ
け
で
あ
る
ふ

こ
の
訴
訟
は
、
途
中
、
隣
村
事
村
の
庄
屋
で
一
ト
之
庄
十
議
頭
家
の
一
人
で
も
あ
る
和
左
衛
門
の
扱
い
と
な
る
。
そ
の
結
果
、

と
り
あ
っ
か
い
も
く
ろ
み

最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
結
着
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
和
左
衛
門
の
つ
取
暖
目
論
見
」
に
よ
れ
ば
、
村
方
諸
怒
り

！臼~~と縦 Ill

諸
勤
め
な
ど
何
ご
と
も
一
粁
役
を
勤
め
る
こ
と
を
条
件
に
、
甚
五
兵
衛
家
を
得
頭
家
の
末
席
に
若
か
せ
る
こ
と
を
挺
一
一
目
し
て
お

り
、
殴
人
も
呑
頭
家
の
格
式
を
守
る
方
向
で
内
済
を
図
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

村吉年社会の励il•J第三郎

し
か
し
、
こ
の
争
論
で
何
よ
り
も
注
阿
付
さ
れ
る
の
は
、
相
手
方
返
符
書
の
中
に

…
爪
さ
れ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
村
方
百
姓
ら
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら

i斗JIl村の村社大成事！rf!:

は
ま
ず
、
需
顕
家
に
つ
い
て
は
一
切
知
ら
な
い
と
つ
っ
ぱ
ね
た
上
で
、
第
一
に
、

今
後
村
方
で
誰
が
庄
屋
・
年
寄
役
を
勤
め
な
い
と
も
波
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

村
役
人
勤
役
中
は
上
座
、
加
熱
役
に
な
っ
た
ら
子
百
姓
並
に
す
べ
き
で
あ
り
、
第
一

に
、
村
方

統
と
し
て
、
公
儀
法
度
を
庄
麗
か
ら
申
し
付
け
ら
れ
れ
ば
守
る
が
、

番
頭
家
か
ら
の
指
悶
に
は
承
服
し
か
ね
る
、
と
緩
め
て
mw快
な
論
溜
を
展
開
す
る
。

'?-Tr 78 

つ
ま
り
、
庄
屋
役
は
番
頭
山
本
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
誰
で

も
勤
め
得
る
役
儀
で
あ
る
と
見
な
し
、
時
給
も
、
落
頭
家
ゆ
え
に
上
陸
な
の
で
は

な
く
、
村
役
人
在
職
中
ゆ
え
に
上
践
で
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
庄
原
・
年
寄
な
、
公
儀
支
配
の
末
端
に
連
な
る
一
つ
の
村
政
機
構
と

3r王



見
な
し
、
こ
の
機
構
に
付
随
す
る
権
限
以
外
は
、

一
切
の
権
威
も
特
権
も
認
め
な
い
と
す
る
「
村
役
人
観
」
と
も
い
う
べ
き
も

の
が
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
こ
う
し
た
村
役
人
観
を
前
提
と
し
て
こ
そ
、
天
保
則
に
こ
の
村
で
村
役
人
入
札
制
が

展
開
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
出
川
村
の
座
席
争
論
は
、
中
位
以
来
の
根
本
百
姓
の
特
権
を
否
定
し
て
い
こ
う
と
し
た
点
で
、
前
項
に
み
た
正
徳
則
の

井
収
料
特
権
を
め
ぐ
る
、
板
宿
村
の
争
論
と
綴
め
て
類
似
し
た
簡
が
あ
る
。

し
か
し
、
板
宿
村
争
論
か
ら
す
で
に
五

O
年
を
経

て
起
こ
っ
た
白
川
村
の
争
論
の
場
合
、
前
述
し
た
如
く
、
存
頭
家
・
村
役
人
対
一
般
農
民
と
い
う
明
瞭
な
構
期
間
の
下
で
争
わ
れ

て
い
る
点
で
、
板
宿
村
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
ち
が
い
は
、
直
接
的
に
は
、
板
宿
村
の
庄
左
衛
門
家
が
経
済
的
に
も

社
会
的
に
も
村
内
有
力
者
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
白
川
村
の
甚
五
兵
衛
家
の
方
は
、

1£ 
1:~1 

罰
宅
ま
で

も
失
っ
て
急
激
に
没
落
し
、
村
入
用
に
さ
え
依
存
し
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
英
一
五
兵
衛
家
の
軌
跡
が
そ

の
古
品
令
官
」
匹
、

一
八
批
紀
中
葉
の
経
済
変
動
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

2 

村
落
社
会
の
展
開

国
訴
の
は

じ
ま
り

こ
れ
ま
で
村
落
内
部
の
変
化
合
－
見
て
き
た
が
、
村
務
社
会
の
外
に
向
け
て
の
展
開
を
つ
ぎ
に
見
て
み
よ
う
。
農

業
生
産
の
発
展
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
か
な
っ
た
作
物
の
生
産
を
促
し
、
と
く
に
綿
や
菜
種
と
い
っ
た
交
換

伎
の
強
い
商
品
作
物
の
生
産
が
各
地
に
普
及
し
た
。
神
戸
市
域
を
含
む
悶
摂
地
方
で
は
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
よ
う
に
、
綿
よ

り
も
灯
油
の
原
料
で
あ
る
菜
穂
の
生
肢
が
著
し
か
っ
た
。
灯
油
は
生
活
必
需
品
で
、
と
く
に
江
戸
を
は
じ
め
都
市
で
は
大
量
に
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消
費
さ
れ
、
そ
の
価
格
動
向
の
市
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
も
大
き
く
、
幕
府
は
油
や
菜
種
に
つ
い
て
強
力
な
管
理
・
統
制
を
実

世近

施
し
た
。
そ
の
た
め
生
産
者
で
あ
る
農
民
は
そ
の
波
路
を
め
ぐ
っ
て
何
度
と
な
く
訴
願
を
試
み
、
後
に
は
「
関
訴
」
と
呼
ば
れ

宝持者、1oq:：菟日京都5カ村より菜種売コげにつき伺控（部分）

菜
穏
な
め
ぐ
る
訴
願
と
し
て
は
、

（
一
七
六
O
）
一
月
の
摂
津
菟
原
郡

/]ii央総！Ill

る
数
カ
国
規
模
の
大
訴
願
運
動
に
ま
で
発
燥
し
て
い
る
。

村吉5社会の動向

ず
玄

第三節

七
カ
村
の
も
の
が
、

い
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
年
に
出
さ
れ
た
幕
府
の
法
令

が
、
摂
津
兵
庫
・
西
宮
、
紀
伊
、
中
国
筋
、

四
国
筋
、
悶
悶
筋
で
絞
ら
れ
た
治
の

江
戸
直
接
船
出
し
を
禁
じ
、
菜
種
も
合
わ
せ
て
す
べ
て
大
坂
へ
積
み
出
す
よ
う
命

じ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

」
の
幕
府
令
は
克
保

（
一
七
回
一
一
一
）
に
引
き
続
き
、
灯
油
師
格
が
高
騰
し
て

市
民
が
難
犠
し
て
い
る
の
で
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
最
大
の
灯
油
市
場
で
あ
っ
た

大
坂
へ
の
菜
種
の
集
中
を
闘
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
す
で
に
兵
庫
・
西
宮

近
在
の
灘
間
地
方
で
は
絞
り
油
業
が
広
範
に
展
開
し
、
周
辺
農
村
で
は
生
産
し
た

菜
磁
を
灘
自
の
泊
墜
に
売
り
払
う
と
い
う
流
通
関
係
も
成
立
し
て
い
た
の
で
、

勝
九
年
の
法
令
は
そ
れ
を
禁
じ
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
。
事
実
中
野
村
ほ
か
六

カ
村
の
訴
願
は
、
大
坂
に
船
で
積
み
出
せ
る
ほ
ど
菜
種
の

は
多
く
も
な
い

写真 79

の
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
所
々
売
り
払
い
」
が
で
き
る
よ
う
に
と
顕
い
出
て

い
る
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
収
廷
し
た
菜
種
合
売
り
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
作
用
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肥
料
の
手
当
て
を
し
て
い
る
と
、
一
公
作
で
あ
る
菜
種
生
産
の
事
情
を
述
、
べ
、
訴
顕
の
認
可
を
求
め
て
い
る
が
、
幕
府
の
容
れ
る

と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
翌
二
月
、

っ
た
と
え
ど
れ
だ
け
少
額
で
あ
っ
て
も
、
種
物
（
菜
穏
と
締
山
一
六
）
は
大
坂
一
一
一

O
軒
の
種
物
問
屋
以

外
に
売
買
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
L

と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
。

幕
府
の
灯
油
政
策
は
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）

月
に
は
っ
と
こ
の
閣
で
あ
っ
て
も
、
自
作
の
原
料
で
手

絞
り
し
た
場
合
は
そ
の
油
を
大
坂
に
出
し
、
そ
れ
以
外
は
た
と
え
一
村
の
う
ち
で
も
他
か
ら
買
い
受
け
て
絞
る
こ
と
を
禁
止
す

る
。
宝
暦
九
年
の
触
れ
通
り
菜
種
・
泊
と
も
に
す
べ
て
大
坂
に
杭
み
廻
せ
」
と
、
先
の
触
れ
の
厳
守
を
布
達
し
た
。

つ
ま
り
あ

る
村
の
絞
油
屋
は
、
r
凶
作
の
菜
種
や
綿
実
以
外
に
は
、
す
ぐ
近
く
に
豊
富
な
原
料
産
地
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
買
っ
て
絞
る
こ
と

が
で
き
ず
、
民
民
は
生
産
し
た
菜
種
や
綿
突
宏
、
自
村
を
含
め
近
隣
に
ど
れ
だ
け
い
い
販
路
が
あ
っ
て
も
そ
こ
に
売
り
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
大
坂
以
外
の
在
方
の
油
屋
を
全
国
的
に
焼
制
し
よ
う
と
い
う
こ
の
法
令
は
、
油
患
の
み

な
ら
ず
菜
種
・
綿
突
を
販
売
す
る
農
民
に
と
っ
て
も
黙
認
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
一
内
び
訴
断
、
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の

時
一
詠
願
に
立
ち
上
が
っ
た
の
は
武
庫
郡
五
五
カ
村
で
、

六
月
と
日
付
不
明
の
一
一
一
通
の
願
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

寸
H
V

ロH
I
A

－
－
1
J

、

仁作’
A』
l

平よ
F
／

吋
尼
崎
市
史
』
（
第
五
巻
）
に
よ
れ
ば
そ
の
訴
願
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
’
も
の
で
あ
る
。

ω大
坂
へ
莱
積
を
売
っ
て
は
、
在
方
の
油
屋
に
売
る
よ
り
安
値
に
な
る
。

ω在
方
の
油
置
が
禁
止
さ
れ
て
は
菜
穂
も
売
れ
な

く
、
こ
れ
で
は
や
が
て
菜
種
作
が
減
り
、
灯
油
の
値
上
が
り
に
つ
な
が
る
。
ゆ
わ
ず
か
数
斗
数
石
の
菜
績
を
、
め
い
め
い
が
大

坂
へ
杭
み
送
る
こ
と
は
迷
惑
で
あ
る
。
例
大
坂
に
売
る
と
な
る
と
運
送
費
が
か
か
る
ほ
か
、
春
の
う
ち
に
代
銀
の
入
手
が
悶
難

と
な
り
、
肥
料
代
の
不
足
と
な
る
。
開
在
方
の
油
口
肢
が
禁
止
さ
れ
て
は
、
油
粕
も
大
坂
か
ら
買
う
ほ
か
な
く
、
そ
れ
で
は
自
然

と
買
う
温
も
減
り
不
作
の
原
図
と
な
る
。
例
栴
・
欝
油
な
ど
は
在
々
で
小
売
り
し
て
い
る
の
に
、
油
だ
け
大
波
か
ら
買
い
入
れ
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る
の
は
納
得
で
き
な
い
。

す
で
に
こ
の
頃
の
間
段
段
村
で
は
、
冬
作
（
爽
作
）
は
食
料
用
の
変
を
除
く
と
、
大
半
菜
種
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
水
車
新
田
を

は
じ
め
と
す
る
在
方
の
絞
油
業
を
支
え
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
菜
秘

i
油
i
油
粕
と
い
う
生
産
の
各
行
程
を
通

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
通
関
係
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
在
方
の
油
屋
を
対
象
と
す
る
明
和
三
年
令
に
、
農
民
は
敏
感

に
反
応
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
入
部
部
で
も
良
民
が
な
ん
ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
よ
う
で
、
同
年
九
月
、
北
野
・
中
宮
・
ニ
ツ
茶
屋
・
宇
治

野
・
花
熊
・
神
戸
の
六
カ
村
は
、
間
令
に
つ
き
二
度
参
会
し
た
折
の
経
費
七

O
匁
七
分
な
各
村
に
割
り
掛
け
徴
収
し
て
い
る
。

そ
の
時
の
帳
簿
は
表
題
に
一

i

菜
種
地
売
り
致
す
ま
じ
き
旨
仰
せ
付
け
ら
れ
候
に
付
い
と
記
し
て
い
る
が
、
明
和
一
一
一
年
令
に
対
す

る
農
民
の
受
け
止
め
方
が
よ
く
－

mさ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
農
民
の
訴
願
や
ム
仕
方
の
油
監
の
抗
議
に
対
し
、
幕
府
は
新
た
な
対
策
を
講
じ
、
同
七
年
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の

絞
り
治
躍
の
株
仲
間
加
入
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
投
伐
の
つ
地
売
り
L

も
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

村？各社会の動向

「
明
和
の
仕
法
」

後
の
菜
種
訴
騎

し
か
し
こ
の

J
切
和
の
仕
法
」
と
呼
ば
れ
る
新
体
制
に
よ
っ
て
、
在
方
の
絞
油
屋
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
り
、

大
坂
油
問
屋
の
傘
下
に
入
る
と
と
も
に
、
在
地
に
お
け
る
種
物
の
購
入
独
占
権
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
菜
種
作
農
民
と
の
間
に
、
新
た
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
兵
庫
・
川
辺
両
郡
村
々
に
よ
る
訴
搬
は
、
絞
油
屋
以
外
へ
の
菜
種
の
販
売
を
求
め
、
と
く
に
干
鰯

附 ー ん ， ，

if｝ニ二日fl

震
・
肥
患
な
ど
に
、
取
り
入
れ
前
の
菜
種
を
引
き
当
て
に
肥
料
代
銀
を
借
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

L、
し、

か
え
れ
ば
前
貸
銀
・
仕
入
銀
の
形
で
の
菜
種
販
売
を
要
求
し
、
そ
の
た
め
に
も
油
屋
以
外
へ
の
奴
売
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
と
い
う
川
崎
山
で
却
下
さ
れ
て
い
る
。

裏
作
と
し
て
菜
種
を
作
り
、
そ
の
収
穫
を
当
て
込
ん
で
表
作
の
肥

料
の
手
当
て
を
す
る
農
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
一
番
好
ま
し
い
版

売
形
態
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
絞
油
屋
に
菜
穂
購
入
の
独
占
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
販
売
形
態
が
妨
げ
ら
れ
、

「
古
川
内

り
先
が
手
狭
に
な
っ
た
L

と
農
民
た
ち
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
の
訴
願
に
は
拘
郡
あ
わ
せ
て
一
二
三
カ
村
が
連
合
し
て
い

る
が
、

っ
種
物
売
買
は
五
畿
内
一
向
の
主
法
」
で
あ
る
か
ら
変
え

し
か
し
農
民
た
ち
は
そ
の
後
も
執
勘
に
、
先
の
要
求
を
繰
り
返
し
て
訴
願
し
、
そ
の
規
模
や
組
織
に
も
広
が
り
が
見
え
て
く

る
よ
う
に
な
る
。

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
例
月
、
幕
府
は
依
然
と
し
て
改
持
さ
れ
な
い
油
価
格
の
高
騰
に
対
し
、
さ
ら
に
菜
種
の
道
売
り
・
道

買
い
・
隠
し
絞
り
を
禁
守
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
の
菜
種
作
付
け
と
販
売
先
の
報
告
を
村
々
に
求
め
、
そ
の
励
行
を
図
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
た
だ
ち
に
悶
摂
の
菜
穂
作
農
民
に
も
影
響
な
あ
た
え
、
同
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
相
次
い
で
訴
願
が
起
き
て
い
る
。

摂
か
ら
北
摂
へ
の
広
が
り
が
う
か
が
え
る
。

訴
願
を
起
こ
し
た
村
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
武
庫
・
川
辺
・
豊
島
郡
に
加
え
て
、
島
上
・
烏
下
・
八
郊
の
諸
郡
の
名
も
み
え
、
西

こ
の
時
の
一
部
願
の
内
容
は
大
き
く
ニ
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
「
干
鰯
由
民
売
り
引
き
当
て
俗
銀
許
可
L

つ
ま
り
、

従
米
の
よ
う
に
収
穫
し
た
菜
穂
を
引
き
当
て
に
干
鰯
屋
か
ら
肥
料
代
銀
を
借
り
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
、
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二
つ
は
村
が
組
合
で
売
り
子
を
履
い
、
絞
油
屋
に
販
売
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
者
は
こ
れ
ま
で
と

同
様
の
要
求
で
あ
る
が
、
十
年
六
月
の
八
部
郡
三
一
カ
村
の
訴
状
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

絞
油
屋
が
公
認
さ
れ
る
ま
で
は
、
油
患
を
は
じ
め
と
す
る
商
人
が
農
民
の
庭
先
に
菜
種
の
買
い
付
け
に
き
て
、
お
互
い
に
競

り
合
う
た
め
良
い
値
段
が
つ
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
油
屋
だ
け
に
販
売
先
が
担
ら
れ
て
か
ら
は
、
菜
種
を
収
穫
後
油
屋
に
持
ち

込
む
ほ
か
な
く
、
そ
こ
で
も
色
々
品
定
め
し
て
値
踏
み
さ
れ
、
農
民
は
稲
作
肥
料
の
仕
込
み
の
た
め
や
む
な
く
安
値
で
売
っ
て

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
油
屋
の
ほ
か
は
、
菜
怨
を
引
き
当
て
に
し
て
夫
食
や
種
々
の
賄
い
を
貸
し
付
け
て
く
れ
る
商
人
も

い
な
い
た
め
、
た
い
へ
ん
閤
窮
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
撞
物
は
最
寄
り
の
商
人
に
自
由
に
売
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し

ぃ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
売
り
子
の
新
設
要
求
は
、
菜
種
の
収
穫
時
に
売
り
子
を
村
々
が
共
同
し
て
旦
腿
い
で
一
騒
い
、
彼
ら
に
飯
売
な
委
託
す
る

こ
と
で
、
農
民
’
目
ら
が
出
か
け
る
手
間
を
省
き
、
あ
わ
せ
て
そ
の
販
路
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
要
求
は
豊
島
郡
で
ま
ず
提
起
さ
れ
、
そ
の
後
武
庫
・
川
辺
郡
、
さ
ら
に
河
内
古
市
郡
で
も
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
間
郡
の

場
合
売
り
子
は
一
五
村
に
た
い
し
一
八
人
で
あ
る
か
ら
、
間
疫
で
も
売
り
子
は
一
村
に
一

1
二
人
く
ら
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

村務社会の動向

ま
た
こ
の
場
合
に
も
古
市
部
村
々
の
訴
願
に
際
し
、
豊
島
郡
の
訴
状
が
参
考
に
さ
れ
る
な
ど
、
菜
種
の
販
路
拡
張
を
求
め
る
訴

願
は
、
撰
浮
か
ら
河
内
に
か
け
て
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
経
験
と
蓄
額
の
う
ち
に
文
化
一

入

O
五）、

文
政
六
、
七
年
（
一
入
二
一
二
、
一
一
四
）
に
、
撰
浮
・
河
内
二
回
の
村
々
を
巻
き
込
ん
だ
広
範
な
訴
願
が
姿
を
現
わ
す
。

第三節

村
を
巡
る

人
々

こ
の
よ
う
な
商
品
作
物
の
販
売
を
め
ぐ
っ
て
村
々
が
、
連
合
し
て
訴
願
し
て
い
る
と
き
、

一
風
変
わ
っ
た
願
書

が
菟
原
郡
二
一
一
一
カ
村
か
ら
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
間
一
一

七
八
一
一
一
）
十
一
一
月
の
こ
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と
で
、
勧
化
が
多
過
ぎ
る
の
で
な
ん
と
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
訴
顕
で
あ
る
。
勧
化
と
は
全
闘
の
寺
社
が
、
一
持
建
授
や
運
営
費

な
ど
を
集
め
る
た
め
に
各
閣
を
勧
進
し
て
廻
る
こ
と
で
、
民
衆
は
そ
れ
に
喜
捨
し
て
、
な
に
が
し
か
の
金
銭
や
物
品
を
施
し
た
。

さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
幕
府
が
公
認
し
て
行
う
勧
化
合
」
御
免
勧
化
と
い
い
、
寺
社
が
公
認
を
得
る
こ
と
な
く
各
々
勝
手
に
行
う
勧
化
と
区
別

こ
の
時
の
願
書
で
は
、

ω御
免
勧
化
は
領
主
の
用
開
に
村
か
ら

ま
と
め
て
渡
し
、
そ
こ
か
ら
寺
社
の
勧
化
所
に
援
し
出
す
よ
う
に

し
、
向
そ
れ
以
外
の
勧
化
や
官
山
本
・
寺
社
の
名
目
を
借
り
た
薬
の

売
り
広
め
な
ど
は
禁
バ
比
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
二
点
を
求
め
て
い

る
。
い
ち
い
や
り
応
対
す
る
の
は
農
業
の
さ
し
っ
か
え
に
な
る
ほ
か
、

勧
化
の
中
に
不
法
に
も
合
力
銀
（
寄
付
）
を
強
要
す
み
も
の
が
い
る

そ
れ
で
は
こ
の
頃
ど
れ
く
ら

か
ら
と
い
う
の
、
が
、
そ
の
恕
由
で
あ
る
。

い
村
を
廼
る
人
々
が
い
た
の
か
、

み
て
み
よ
う
。

中一次

ωは
北
野
村
ほ
か
一

O
カ

村
か
ら
な
る
中
灘
組
が
、
組
と

し
て
応
対
し
た
廼
在
者
へ
一
年

rl"f¥l!E来日月7JIJのill
在完封への応対

(tY,政12｛手）

表 67

数ロ月

中波！IE組の廻在者への応対

均三番村

匁
92.49 I奥平野

(37. 62) I Zヨヂ1:

200.69 I 烏 m~

204. 93 I SJZ 釘’

296. 61 I：泣肢1

332.31 I北野

206. 20 I 1E 熊

ロ

究政 6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

数

59 

29 

89 

68 

212 

160 

234 

炎 66

次年

905 

804 

1, 614 

2, 703 

1, 160 

658 

n
I
2
d
J
C
J

只
υ

0

0

1

4

1
1

唱

i

勺，“

q
d

’i

’i

7
a
o
o
q
J
n
U
1
A

ヲム

1

1

1

 

UJJ ®f~政 6 年は， 5 年12月 18 日から 6年12

月20日までで，各年とも前年12月から始

まる。

① 7年のみ銭でさ？かれているが換3下した。
①金額には合力銀のほか，主手1'fi村の立て

替えに対する利子分と勤め料20匁が合ま

れている。

資料：：神戸大学所蔵文古

7,844 

（主主） ＊は史料3日•Ii品。ほかに 7 匁

5分の銀がある。

資料：神戸大令所蔵文治

17,055 

•17,003 

112 

214 

* 234 

小雪1-

合計
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村落社会の動向第三節

村を巡る人々（究数12年IO月）表 68

銭

文
30 

50 

30 

150 

100 

50 

30 

64 

so 
100 

30 

30 

75 

75 

物

奈良旅人 1人

近悶浪人 1人

i可
浪人 2人（主主飯とも）

堺六斉坊2人

旅僧 1人

近国浪人 l人

京都知足i幻常徳学F勧化 l人

多主主奥の院僧 l人

大坂鹿野｛・手引（計 2人）

江戸浪人 1人

京都天満宮役人 1人

浪人 1人（昼飯とも）

旅人 l人（主主飯とも）

人

16 

q
u
f
O
何
／

0
0

今

4

勺

，

G

勺

A

q

L

29 

勺
’

nヲ
今

J

1
A
1晶
今
，
，
“

日銭

文
24 

20 

100 

100 

100 

35 

120 

50 

40 

75 

60 

40 

30 

60 

物

名古屋浪人 1人

近間部よ刀浪人 1人

大坂座頭・手引（計2人）

丹波穴太寺勧化 1人

近間浪人 i入

江戸旅僧 l人

王子八級官事fl主 1人

安芸浪人 l人

江戸下り浪人 1人

浪人 l人（昼飯とも）

旅人2人

方K僧2人

間

j;l§ij長車協笈 l人

人

q
V
4
e
H
D
 

8 

9 

10 

12 

6 

7 

日

14 

聞
に
支
払
っ
た
金
額
と
そ
の
口
数
で
あ
る
。
年
に
よ
っ
て

不
同
で
あ
る
が
、
平
均
し
て
月
に
一

O
口
程
度
と
な
っ
て

い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
月
に
よ
っ
て
訪
問
者
の
数
は

大
き
く
呉
な
る
（
十
一
淡
町
山
）
。
党
政
十

の
例
で
は
、
六
月

と
九
、
十
月
が
多
く
、
い
ず
れ
も
農
繁
期
に
あ
た
り
農
民

た
ち
の
主
張
を
裏
付
け
る
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
半
期
ご

と
の
集
計
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
六
月
ま
で
で
一

O

円
、
人
数
に
し
て
一
七
三
人
余
、
年
間
を
通
じ
る
と
一
一
一

山
口
、
一
一
一
二
三
人
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
で
も
っ
と
も
多

い
十
月
を
例
に
取
っ
て
み
る
と
（
表
俗
）
、
突
に
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
が
村
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
浪
人
が
い
る
。
帯
刀
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
ま

決料：神戸大学所蔵文芸？

げ
も
結
わ
ず
総
髪
の
者
も
い
た
よ
う
だ
。

つ
い
で
旅
人
と

旅
僧
が
い
る
。
西
国
巡
礼
か
修
験
者
た
ち
で
あ
ろ
う
か
。

問
問
の
不
自
由
な
座
頭
は
大
坂
か
ら
手
引
き
入
念
伴
っ
て
来

て
い
る
。
そ
し
て
問
題
の
勧
化
が
一
一
件
あ
る
。

い
ず
れ
も

幕
府
の
許
可
を
得
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

1
 

1
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は
大
概
一
一

0
1一一一
O
文
と
い
っ
た
金
額
が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、
問
問
一
飯
が
入
る
と
七

O
文
前
後
に
な
る
。
な
か
に
は
宿
泊
料
を

請
求
す
る
も
の
も
い
て
、
そ
の
時
は
一
人
一

O
O文
と
な
っ
て
い
る
。
無
心
さ
れ
る
と
、
村
で
は
だ
い
た
い
出
し
て
い
る
よ
う

だ
。
ま
た
多
賀
奥
の
院
の
場
合
の
よ
う
に
、
最
初

料
分
の
つ
も
り
で
三

O
文
も
ら
い
、
他
村
に
廻
っ
た
と
こ
ろ
灘
組
一
一
カ

村
分
だ
と
わ
か
る
と
、
翌
日
増
額
し
て
く
れ
と
や
っ
て
米
て
、
五

O
文
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
農
民

の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
農
繁
期
に
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
や
っ
て
来
る
廼
在
者
へ
の
応
対
に
は
、
悶
惑
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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