
第四章近世社会の変容

酒造段中関（叩ヌド111海名度｜習会，）

第一筋幕政と藩政の改革

第二節近ill:後期の兵庫~fl:

第三節村政と民衆運動の展開

第四節農業と鉱工業・漁業の発展

第五節酒造業の発展

第六節近世後期の海運

第七節幾村の生活と文化



第
一
節

幕
政
と
藩
政
の
改
革

寛
政
か
ら
天
保
へ

寛
政
の
改
革

将
軍
吉
宗
の
改
革
は
一
手
保
元
年
三
七

六
）
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
七
一
年
後
の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

六
月
、
老
中
と
な
っ
た
松
平
定
信
の
手
で
幕
府
政
治
の
改
卒
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
翌
々
天
明
九
年
は
膝
の

改
ま
っ
た
一
月
早
々
に
改
元
さ
れ
、
寛
政
と
改
め
ら
れ
た
の
で
、
計
一
に

J
M川
政
の
改
革
し
と
呼
び
な
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
そ
の
五
四
年
後
の
天
保
十
二
年
（
一
八
四
二
、
者
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
が
始
ま
る
。
そ
れ
か
ら
数
え
て
一

一
年
後
に
は
ア
メ
リ
カ
使
節
ペ
リ
ー
の
軍
総
が
浦
貨
沖
に
米
航
、
日
本
人
の
「
泰
平
の
祉
の
抑
制
り
L

を
同
党
め
さ
せ
、
時
代
は

勺
幕
末
」
へ
と
入
っ
て
い
く
。

吉
宗
は
将
軍
に
あ
る
こ
と

定
信
の
在
住
期
間
は
六
年
（
究

に
及
び
、
改
本
政
治
も
一
一
一

O
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
が
、

政
五
年
七
月
ま
で
）
、

忠
邦
に
い
た
っ
て
は
改
革
の
は
じ
ま
る
前
天
保
五
年
に
す
で
に
老
中
に
就
任
し
て
い
る
が
、
改
革
に
着
手

し
た
間
十
一
一
年
か
ら
数
え
る
と
わ
ず
か
に
二
年
余
り
（
天
保
十
四
年
間
九
月
ま
で
）
で
あ
る
。

「
政
権
の
康
L

で
い
え
ば
そ
の
期
間

は
、
字
削
開
・
寛
政
・
天
保
と
川
一
代
を
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
政
権
の
肢
に
あ
る
者
が
将
軍
か
老
中
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で
あ
る
か
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
同
時
に
水
野
忠
邦
が

よ
う
に
、
時
代
の
流
れ
に
悼
ざ
す
こ
と
の
難
し
さ
が
治
し
た
こ
と
に
も
よ
る
。

一
方
領
地
詳
や
上
知
令
の
失
敗
に
よ
っ
て
老
中
の
腹
立
泣
い
て
い
る

さ
て
天
切
飢
館
の
さ
な
か
、
七
年
五
月
に
起
き
た
江
戸
の
大
打
ち
こ
わ
し
と
い
う
っ
追
風
い
を
受
け
て
老
中
首
限
と
な
っ
た

定
信
の
も
と
で
、
七
月
「
庶
政
を
卒
保
の
制
に
復
す
し
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
改
本
政
治
が
始
ま
っ
た
。
明
く
る
八
年
一
月
、

「
御
威
信
御
仁
恵
下
々
日
一
行
き
店
く
」
ょ
う

定
信
は
江
戸
本
所
吉
祥
院
歓
喜
天
に
米
穀
の
安
定
融
通
と
人
心
の
安
府
与
を
限
い
、

に
自
分
は
も
ち
ろ
ん
、
妻
子
の
伎
命
を
か
け
て
必
死
に
心
願
す
る
と
の
悲
壮
感
瀧
れ
る
願
文
を
奉
納
し
て
い
る
。

は
詰
問
巡
見
の
途
次
大
坂

こ
の
よ
う
な
定
信
の
設
場
な
、
世
間
は
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
迎
え
た
む
天
明
八
年
六
月
、

ち
寄
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
大
坂
に
す
む
狂
歌
好
き
な
人
物
が
彼
に
闘
賞
し
て

と
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

よ
き
に
似
よ
あ
し
き
に
に
る
な
な
へ
て
肢
の
、
人
の
心
の

rM在
鍵
な
り

川
正
一
一
二
口
久
h

r一ノ

i
i

さ
ら
に
こ
の
人
物
は
、
翌
九
年
の
改
元
に
際
し
て
も
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
む

（
似
月
）

天
間
的
の
九
は
あ
ら
た
め
て
き
さ
ら
き
や
、
同
九
心
か
ら
ゆ
る
り
克

幕政と五~政の改－，y，：仁第一節

寛政2年東尻池村

一統取締年中行事

諸倹約帳（表紙）
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放
の
民
（
「
近
米
年
代
記
L
）

改
一
万
に
際
し
縁
起
を
担
ぐ
の
は
よ
く
お
わ
れ
て
い
る
が
、

か
ら
ゆ
る
り
寛
政
の
民
」
に
は
、
飢
館
の
つ
ら
い
経
験
な
し
た
人

問
の
切
実
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
の
勝
、
い
で

あ
っ
た
ろ
う
。
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改
革
の
義
務

と
代
官
粛
正

飢
鰻
に
よ
る
米
価
の
暴
騰
は
、
徹
底
し
た
酒
造
制
限
令
の
効
果
も
あ
っ
て
彼
の
祈
願
に
こ
た
え
る
よ
う
に
漸

次
下
落
を
は
じ
め
、
今
度
は
米
価
に
か
わ
る
諸
物
価
が
上
昇
に
転
じ
、
寛
政
一
一
年
そ
の
引
下
げ
が
全
国
一
斉

に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

3

ま
た
天
明
八
年
一
一
一
月
大
波
の
銀
・
銭
小
貸
会
所
の
停
止
を
は
じ
め
と
す
る
施
策
に
よ
っ
て
、

岡
沼
政
権

の
も
と
で
膨
張
し
た
金
融
の
山
引
締
め
を
企
て
て
い
る
。
そ
れ
は
っ
凡
そ
天
下
の
政
、
金
殺
の
二
つ
あ
り
（
中
略
）
金
殺
の
利
柄
、

う
げ
の
ひ
と
ご
と

上
に
あ
ら
ざ
れ
ば
天
下
乱
る
」
と
の
定
信
店
’
身
の
強
烈
な
認
識
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
著

J
チ下人一一一一口
L

に
い
う
っ
金
殻
の
柄
、

上
（
幕
府
）
に
帰
し
候
事
」
と
す
る
施
策
の
実
行
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
政
策
実
現
の
裏
付
け
と
し
て
か
な
り
の
資

金
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
幕
府
に
は
そ
う
し
た
財
政
的
余
裕
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
江
戸
の
去
商
一

O
名
を
勘

定
所
御
用
述
に
設
用
し
、
彼
ら
の
資
本
と
す
ぐ
れ
た
商
業
知
識
を
利
用
し
て
い
る
。

ま
た
農
村
に
対
し
て
は
改
革
期
間
中
、
一
一
一
度
も
旧
里
帰
農
奨
励
令
を
出
し
、
江
戸
か
ら
地
方
法
村
へ
の
つ
人
返
し
L

に
よ
る

決
村
労
働
力
の
確
保
と
本
百
姓
体
制
の
再
建
を
企
て
た
。

さ
ら
に
農
民
へ
の
資
金
供
与
と
し
て
「
荒
地
起
返
井
小
児
養
育
御
手

当
」
を
名
目
と
す
る
公
金
貸
出
策
を
、
諮
問
の
代
官
を
通
じ
て
実
施
し
、
寛
政
末
年
に
は
そ
の
貸
付
高
は
約
一
五
万
両
に
達
し

て
い
る
。
こ
こ
で
も
幕
府
は
そ
の
財
源
の
不
足
を
各
地
の
ブ
身
元
丈
夫
」
な
百
姓
・
豪
由
民
に
求
め
、
彼
ら
に
一
割
前
後
の
利
息

を
つ
け
て
公
金
な
貸
し
付
け
、
そ
の
利
金
を
活
用
す
る
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
代
官
行
政
を
展
開
す
る
前
段
階
と
し
て
幕
府
は
、
大
規
模
な
代
官
・
手
代
の
粛
正
を
断
行
し
て
い
る
。
そ
の
数

を
代
官
で
み
れ
ば
、
定
信
の
老
中
在
任
中
に
は

一
人
に
の
ぼ
り
、
当
時
の
幕
府
代
官
所
の
数
が
五

O
余
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、
そ
の
五
分
の
一
が
何
ら
か
の
形
で
処
罰
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
人
青
木
楠
五
郎
紀
明
は
、
天
間
切
七
年
十
二

月
二
十
問
日
、
勤
務
不
良
を
恕
巾
に
職
を
奪
わ
れ
、
翌
八
年
六
月
六
日
に
八
丈
島
に
遠
流
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
組
父
安
清
の
跡
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を
襲
っ
て
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
代
官
と
な
り
、
安
、
氷
七
年
（
一
七
七
八
）
に
は
、
沼
崎
帯
領
が
上
知
さ
れ
た
際
の
代
官
で
あ
る

辻
六
郎
左
衛
門
に
か
わ
っ
て
大
坂
代
官
と
な
っ
て
い
る
。
当
然
商
摂
の
幕
府
領
農
村
を
も
治
め
た
人
物
で
あ
る
が
、
若
任
一

O

年
に
も
な
ら
ぬ
う
ち
に
職
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
処
分
の
理
由
は
「
さ
き
に
京
銀
を
も
っ
て
し
ば
ら
く
私
用
に
つ
か
ひ
、
こ
れ
を

償
は
ん
が
た
め
に
村
々
よ
り
用
金
を
出
さ
せ
、
あ
る
い
は
組
税
を
先
納
せ
し
む
と
い
へ
ど
も
終
に
負
銀
数
多
に
盗
る
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。
要
す
る
に
代
官
の
使
い
込
み
で
あ
る
が
、
そ
の
鹿
め
合
わ
せ
の
た
め
に
用
金
を
強
制
さ
れ
た
村
々
が
市
域
に
も
入

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

青
木
処
分
の
記
事
を
地
元
の
史
料
で
探
し
て
み
る
と
果
た
せ
る
か
な
、
御
影
村
の
書
継
記
録
の
な
か
（
天
明
七
作
条
）
に
、
次

の
よ
う
に
出
て
い
た
。

十
二
月
一

日
江
戸
市
一
氏
よ
り
御
奉
書
到
来
仕
り
、
青
木
楠
五
郎
様
一
万
締
一
一
一
人
絹
乗
物
に
て

へ
御
沼
、
援
に
用
達
河
内
屋

彦
布
衛
門
も
と
う
丸
か
ご
に
て
江
戸
へ
下
る

代
官
所
元
締
と
周
速
が
、
江
戸
に
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
付
を
み
れ
ば
、
青
木
免
職
の
二
一

日
前
で
あ
る
。
江
戸
で
の
取

五下政と滞政の改－，y.:

り
謂
ベ
の
上
、
処
分
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
年
の
記
事
に
気
に
な
る
筒
所
が
あ
る
。
そ

れ
は
田
沼
意
次
の
家
老
井
上
伊
織
の
一
行
が
金
毘
羅
参
詣
の
途
次
、
摩
耶
山
と
布
引
の
滝
を
見
物
し
た
あ
と
兵
庫
津
に
投
街
し

た
が
、
こ
の
時
青
木
の
手
代
が
揃
っ
て
馳
走
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
諸
大
名
か
ら
の
献
上
物
が
お
び
た
だ
し
か
っ

た
と
も
書
い
て
い
る
。

田
沼
の
権
勢
を
物
語
る
挿
話
で
あ
る
。
青
木
が
問
沼
に
擦
り
寄
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
見
え
見
え
で
、

第一節

お
そ
ら
く
彼
は
親
田
市
派
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
田
沼
が
失
脚
し
て
（
天
明
六
年
八
月
）
青
木
が
安
泰
な
は
ず
が
な
い
。

そ
の
結
果
い
の
一
番
に
綱
紀
粛
正
の
的
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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定
信
は
後
年
こ
の
時
の
代
官
処
罰
に
ふ
れ
て
、

ち
ゆ
っ
ば
つ

つ
す
で
に
そ
の
賭
罰
せ
ら
る
る

も
の
留
年
（
寛
政
一
万
）
の
こ
ろ
は
一
年
に
五
十
人
余
に
及
ベ
り
け
り
」
と
回
想
し
て

フミ明 8｛下巡見11寺の魚崎村I嘆願諮（部分）

い
る
が
、
改
革
の
「
激
震
」
は
市
域
幕
府
領
の
村
々
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
で
改
革
期
に
お
け
る
大
量
の
代
官
処
分
の
引
き
金
に
な
っ

天
開
明
巡
見

使
の
派
遼

た
の
が
、
天
明
八
年
の
巡
見
使
派
遣
で
あ
る
。
天
明
八
年
一
月
、

老
中
に
就
侵
し
て
ま
も
な
い
定
信
は
、
京
都
の
大
火
に
よ
っ
て
炎
上
し
た
皇
居
の

復
興
対
策
を
か
ね
て
上
洛
、
そ
の
後
も
民
情
視
察
の
た
め
に
京
都
か
ら
奈
良
・
伏

見
・
大
坂
な
ど
を
巡
見
し
た
。
大
坂
の
儒
者
中
井
竹
山
を
招
い
て
学
問
や
時
務
に

つ
い
て
諮
問
し
た
の
も
こ
の
時
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
定
信
の
上
方
滞
在
中
の
四
月
、

諸
問
巡
見
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
前
年
四
月
に
山
本
斉
が
十
一
代
将
軍
の
伎
に
つ
い
て

写冥 107

お
り
、
将
家
代
替
り
ご
と
の
派
遣
と
い
う
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
天

明
巡
見
使
は
そ
の
形
式
に
は
納
ま
り
切
ら
ぬ
ほ
ど
の
よ
う
に
大
き
な
立
味
を
も
っ

ムに。
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
今
回
の
巡
見
使
を
迎
え
る
史
料
、
が
各
地
に
よ
く
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
巡
見
使
に
あ
て
て
差
し
出
さ
れ
た
村
々
の
願
書
が
多
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

ζ

ーやニト
j
k
一

y
j
Tれ
Y
V丸

見
使
派
遣
に
よ
る
民
情
調
査
が
徹
底
し
、
ま
た
民
衆
も
こ
の
巡
見
使
た
ち
に
何
が
し
か
の
期
待
感
を
も
っ
て
接
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
改
本
政
治
の
第
一
手
を
詩
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
巡
見
使
の
派
遣
で
あ
る
。
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市
域
を

Amむ
五
畿
内
筋
を
伺
相
当
し
た
幕
府
領
巡
見
使
は
、
御
勘
定
遠
藤
六
太
夫
・
支
配
勘
定
松
原
八
左
衛
門
・
御
徒
目
付
一
一
一

6
E
L
F〉

J

デ
ジ
干
イ
ノ
点
h
円

G

一
一
一
カ
条
の
指
針
が
村
々
に
布
達
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容

名
で
あ
る
が
、
そ
の
羽
村
に
先
立
ち
八
年
四
月
、

は
巡
見
使
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項
で
あ
る
が
、
第
一
条
に
つ
勿
論
百
姓
共
訴
訟
之
事
も
候
は
ば
、
少
し
も
誰
控
え

ず
、
訴
状
を
し
も
っ
て
申
し
出
る
よ
う
に
と
、
約
械
的
な
農
民
の
告
発
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
巡
見
能
投
入
に
も
徹
底

し
、
遠
藤
ら
三
名
の
連
名
で
五
月
、

入
部
部
幕
府
領
村
々
に
あ
て
ら
れ
た
触
状
で
も
っ
諸
願
な
ど
こ
れ
有
る
者
は
、
少
し

控
え
ず
、
我
等
共
相
通
り
候
道
筋
へ
訴
状
持
参
1

一
し
て
悲
し
出
す
よ
う
に
と
強
調
し
て
い
る
。

っ
一
一
一
一
同
路
ふ
さ
か
り
候
て
は
、
御

ヨイ
f
」

内

t
h

4
f’
孔

V
ゆ
／

と
す
る
定
信
の
信
念
を
、
農
民
に
ま
で
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

巡
見
使
が
村
々
で
調
査
し
た
の
は
、

ω切
支
丹
類
族
の
有
無
を
は
じ
め
、

ω高
札
場
数
、

ω近
在
で
開
え
た
孝
人
の
有
無
、

川
内
郡
村
名
、
同
鉱
山
の
有
然
、
例
御
料
林
の
所
花
、
明
飢
人
の
有
無
、
同
人
別
改
め
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
か
、
例
御
朱
印
寺

社、

ω荒
地
、
日
御
預
け
人
、
口
川
県
股
の
有
無
、
の
一
一
一
項
目
で
あ
る
。
飢
人
調
査
は
天
明
飢
能
の
後
遺
症
を
調
べ
る
も
の
で

あ
り
、
後
年
の
犬
食
貸
付
や
間
米
政
策
と
関
連
す
る
調
査
で
あ
る
。
ま
た
新
旧
の
荒
地
の
調
査
は
、
公
金
貸
付
に
よ
る
荒
地
問

幕政と｝；普政の改-.ir.:

発
を
目
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

の
嶋
中
間
行
者
を
表
彰
記
録
し
た
幕
府
の
「
孝
義
録
」

さ
ら
に
孝
子
調
査
は
、

編
纂
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
う
え
館
者
柴
野
栗
山
の

に
よ
る
も
の
で
、
寛
政
改
本
の
人
員
教
化
政
策
を
代
表
す
る
も
の

で
あ
る
。

入
部
郡
の
村
々
で
は
巡
見
掛
り
の
惣
代
を
決
め
、
そ
の
下
で
対
処
を
協
議
し
、
尋
問
事
項
へ
の
田
容
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

Zfi一節

同
じ
こ
ろ
尼
崎
で
も
大
庄
原
が
先
の
尋
問
事
項
へ
の
問
答
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
も
し
尋
ね
ら
れ
れ
ば
と
し
て
本
田
高
、
’
新

囲
内
年
文
卒
、
伝
馬
、
酒
造
高
、
家
数
、
人
数
な
ど
を
メ
モ
し
て
い
る
。
こ
ゆ
り
ら
は
先
の
幕
府
儀
巡
見
使
で
な
く
、
諮
問
巡

11t 近託宣fた綴日l4う3



見
使
の
方
で
、
尼
崎
滞
に
も
立
ち
入
っ
て
い
る
。

巡
見
使
は
綴
陪
か
ら
摂
津
に
入
っ
た
よ
う
で
、
先
触
に
よ
る
と
六
月
コ
一
日
神
台
、

1
4
4

’ea
’…z
d
リ’
hu

，、

開
ト
仁
ト

Jzv－化

L

I
－
－

j

－1
、
〈
I
！
と
2
J
A
r
－、

五
f
川
少
す
4

J

ノ
円
利
子
前
川
河

七
日
間
官
に
そ
れ
ぞ
れ
宿
泊
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

実
際
に
兵
庫
に
泊
ま
っ
た
の
は
六
月
十
一
日
。

翌

一
日
に
は
白
川
村

で
の
記
録
の
表
現
を
借
り
る
と
八
部
郡
村
予
を
つ
御
機
嫌
能
し
く
通
過
し
て
い
る
。

こ
の
時
、

八
部
郡
村
々
か
ら
も
巡
見
使
へ
の
訴
願
が
あ
っ
た
。
魚
崎
村
で
は
九
カ
条
に
わ
た
り
難
渋
の
趣
止
を
書
き
連
ね
て
い

》

AVW

、

ア
＼
刀

「
先
年
御
私
領
の
節
も
、
年
々
立
毛
（
作
柄
）
の
善
悪
に
応
じ
て
検
見
の
上
、
年
貢
率
引
下
げ
が
認
め
ら
れ
て
い

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
入
て
、
減
免
を
願
つ
て
の
出
願
で
あ
ろ
う
。

ま
た
度
設
な
る
酒
造
減
石
令
や
不
漁
に
よ
っ
て
肥
料
代
が

高
騰
し
て
難
渋
し
て
い
る
旨
も
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
河
内
闘
で
の
訴
願
に
も
認
め
ら
れ
る
。

大
阪
府
史
b

（
第
六
巻
）
に
よ

る
と
、
河
内
で
は
こ
の
ほ
か
問
方
木
綿
作
へ
の
年
貢
賦
謀
、
手
余
り
地
、
宿
駅
・
助
郷
の
負
担
な
ど
に
つ
い
て
出
願
が
相
次
い

で
い
る
。
ま
た
飛
騨
闘
幕
府
領
で
は
郡
代
大
原
亀
五
郎
の
不
正
を
一
一
一
都
村
々
が
共
同
し
て
訴
え
、
そ
れ
が
奏
功
し
て
郡
代
大
原

は
江
戸
に
召
喚
の
う
え
取
り
調
べ
ら
れ
、
大
原
は
流
罪
、
一
万
締
・
手
代
は
打
首
と
い
っ
た
厳
し
い
処
分
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

農
民
の
訴
え
に
よ
る
悪
代
官
の
処
分
と
い
う
結
末
は
、
今
日
テ
レ
ビ
時
代
劇
に
も
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
寛
政
改
革
を
、
民
意
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
風
潮
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。
ム
日

河
楽
翁
公
定
一
一
備
に
対
す
る
「
名
君
！
一
と
し
て
の
イ
メ
i
ジ
は
、
こ
の
よ
う
な
施
策
に
負
っ
て
い
る
。

だ
が
こ
の
定
信
政
権
に
対
し
て
も
三
文
武
々
々
と
夜
も
眠
れ
ず
L

と
の
反
発
が
起
き
、
先
述
し
た
柿
崎
九
八
郎
に
至
っ
て
は

凶
沼
と
っ
向
病
L

と
論
難
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
在
任
六
年
は
後
位
の
評
判
の
割
に
は
短
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
に
ふ
れ
た
農
村
対
策
以
外
に
も
、
改
革
期
に
は
都
市
や
酒
造
業
・
絞
油
業
と
い
っ
た
市
域
に
顕
著
な
発
肢
を
み
た
産
業
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部
門
に
対
し
て
も
新
た
な
政
策
展
開
が
み
ら
れ

ま
た
彼
の
老
中
退
任
後
も
改
革
基
調
は
継
承
さ
れ
、
蝦
夷
地
改
革
な
ど
は

む
し
ろ
そ
の
後
に
積
械
的
な
展
開
を
み
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
の
第
二
J
六
節
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

寛
政
改
革
と

大
坂
代
官

改
革
期
に
は
代
官
の
処
分
と
な
ら
ん
で
、
有
能
な
代
官
の
積
極
的
な
設
用
が
悶
ら
れ
、
世
襲
代
官
ゃ
っ
目
見

え
い
以
上
の
代
官
界
進
コ

I
ス
に
あ
る
旗
本
以
外
か
ら
も
代
官
へ
の
抜
擢
が
行
わ
れ
た
。
小
十
人
総
か
ら
代

官
と
な
っ
た
竹
垣
一
一
一
右
衛
門
施
混
、
徒
組
頭
か
ら
登
刻
さ
れ
た
寺
間
封
一
五
、
美
濃
部
代
手
代
か
ら
抜
擢
さ
れ
た
山
口
鉄
五
郎
両

口
問
、
そ
れ
に
儒
者
出
’
身
の
岡
田
清
助
恕
と
い
っ
た
人
た
ち
が
そ
れ
で
あ
り
、
改
廿
早
期
の
地
方
行
政
を
但
い
、

つ
名
、
富
司
と
し

三
↑
，

L

て
後
位
に
名
を
残
し
た
者
、
が
少
な
く
な
い
ο

そ
の
一
人
竹
園
一
一
一
右
衛
門
直
祖
は
浪
人
明
六
年
越
後
頚
城
郡
川
油
代
官
の
後
、
寛
政
元
年
七
月
大
坂
谷
町
代
官
に
転
じ
、
八
月

十
…
日
着
任
し
て
い
る
。
御
影
村
の
記
録
も
党
政
一
万
年
の
条
に
彼
の
名
を
記
す
。
支
配
地
は
市
域
を
含
む
摂
津
・
播
際
・
河
内

の
一
一
一
国
内
七
万
四
千
石
の
幕
府
街
、
村
々
で
あ
る
。
彼
の
着
住
に
さ
き
だ
っ
七
月
二
十
八
日
付
の
廻
状
は
北
野
村
ほ
か
六
カ
村
に

対
し
、

「
こ
の
度
内
分
の
代
官
所
に
な
っ
た
の
で
前
任
者
大
震
関
郎
兵
衛
か
ら
郷
村
古
川
類
な
ど
を
読
取
っ
た
し
こ
と
を
通
知
し

五1政と 1ii\'j攻の己主1'1＇~.

て
い
る
。
こ
の
間
改
革
基
調
に
あ
わ
せ
た
農
村
行
政
が
、
部
摂
の
村
々
で
も
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
竹
垣

代
官
所
か
ら
の
廻
状
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
一
つ
は
風
俗
佳
正
で
あ
る
。
当
時
竹
担
代
官
が
恋
風
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
川
隠
売
女
、
同
博
英
諸
勝
負
、
例
遊
興

の
一
一
一
つ
で
あ
る
。
売
女
は
西
部
街
道
を
擁
す
る
だ
け
に
、
飯
践
女
も
人
含
め
て
そ
の
存
夜
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
忠
わ
れ

第一郎

る
。
つ
い
で
博
突
に
つ
い
て
は
、

一
年
一
月
鵜
川
貞
兵
衛
な
る
人
物
が
そ
の
吟
味
の
た
め
廻
村
し
て
い
る
。
村
役
人
に
命
じ
る

だ
け
で
は
悪
弊
が
絶
て
な
い
と
み
て
、
成
後
代
官
一
併
の
者
が
梁
り
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
遊
興
に
つ
い
て
は
村
を
あ
げ
て
の
浄

ュ在i箆奥義諸！日4ララ



瑠
璃
・
角
力
（
相
撲
）
・
操
狂
一
夜
な
ど
の
遊
興
を
き
び
し
く
戒
め
て
い
る
。

っ
村
役
人
の
注
意
も
聞
か
ず
若
者
ど
も
が
我
能
に
興

行
を
A
K

て
、
近
付
へ
廻
文
を
も
っ
て
誘
い
、
興
行
資
金
を
集
め
て
い
る
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
、
今
後
も
し
あ
れ
ば
当
人
は

逮
捕
し
、
村
役
人
の
務
皮
と
す
る
一
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
党
政
元
作
十
月
）
。

と
こ
ろ
が
そ
の
舌
の
恨
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
今
度

は
、
い
く
ら
博
英
に
つ
い
て
厳
尽
に
処
分
し
て
も
、
村
で
は
「
三
日
法
度
」
の
よ
う
に
思
い
、
百
姓
山
本
や
小
売
酒
屋
で
山
知
勝
負

を
や
っ
て
い
る
、
今
後
は
昼
夜
冗
人
組
で
村
内
を
見
廻
れ
、
と
指
示
す
る
の
で
あ
る
（
究
政
元
年
十
二
月
）
。
関
連
し
て
小
売
酒
屋

に
対
し
て
版
売
数
を
月
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
住
吉
・
ニ
ツ
茶
屋
・
走
水
村
以
外
は
一
一

J
一
一
一
カ
月
に
一
度

届
け
た
り
、
最
初
だ
け
叩
け
て
以
後
は
放
慨
す
る
な
ど
、
そ
れ
も
順
守
さ
れ
て
い
な
い
、
と
喫
く
。
忠
風
の
根
絶
は
望
む
べ
く

も
な
い
よ
う
で
あ
る

印
刷
俗
伝
一
正
で
は
も
う
一
つ
、

一
ー
孝
義
録
」
…
制
作
教
に
つ
ら
た
る
議
行
百
姓
の
表
彰
が
あ
る
。
寛
政
元
年
九
月
谷
町
代
官
は
い
た

っ
て
忠
孝
の
者
、
八

O
歳
以
上
の
老
父
ほ
の
い
る
者
を
詳
し
く
脅
き
上
げ
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
部
学
に
傾
倒
し

一
回
が
よ
く
出
た
政
策
で
あ
る
。

代
官
竹
埠
直

濁
の
改
革

そ
び〉

一
は
天
明
飢
餓
の
教
訓
を
断
ま
え
た
一
連
の
対
策
で
あ
る
。
ま
ず
貯
夫
食
（
食
料
を
貯
え
る
）
奨
励
が
あ

り
、
竹
町
一
は
執
務
任
後
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
変
更
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
任
者
の
叫
に
は
向
一
お
に
い
く
ら
と

い
っ
た
恭
準
で
米
去
を
郷
放
に
問
い
慨
き
、
ま
た
荏
・
一
孤
を
織
ら
せ
て
そ
の
代
銀
を
代
官
所
に
納
め
さ
せ
て
い
た
が
、
村
々
か

ら
そ
れ
で
は
難
儀
す
る
と
の
市
文
て
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
竹
筒
…
は
そ
れ
に
対
し
、
人
別
に
籾
な
ら
ば
一
合
五
勺
、
そ
れ
以
外

な
ら
安
一
一
一
人
口
を
山
山
す
か
ど
ち
ら
か
に
し
て
よ
い
。
花
一
・
菰
が
難
儀
な
ら
ば
、
そ
の
国
間
報
告
せ
よ
。
ま
た
安
・
菜
・
科
・
大
…
況
な

ど
の
出
殺
が
迷
惑
な
ら
ば
、

A

丁
菜
、
一
十
大
根
そ
の
他
海
草
な
ど
の
つ
夫
食
の
甑
に
相
成
」
る
も
の
を
出
す
よ
う
に
と
求
め
て
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い
る
。
貯
夫
食
の
精
神
を
活
か
し
て
、
現
地
の
実
情
に
柔
軟
に
応
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。

関
連
し
て
酒
造
統
制
の
実
施
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
朋
の
酒
造
政
策
に
つ
い
て
は
後
述
（
五
節
）
に
詳
し
い
が
、
酒
造
地
慌
を

擁
す
る
代
官
と
し
て
現
地
に
臨
む
姿
勢
は
厳
し
い
。
寛
政
一
万
年
八
月
に
は
一
一
一
分
一
減
石
令
が
実
施
さ
れ
た
が
、
十
月
二
十
六
日

（

Mm
・
瀦
逃
道
具
ワ
ス

に
は
手
代
二
名
が
間
渋
間
部
（
川
辺
・
武
庫
・
菟
涼
・
八
郎
）
を
巡
見
し
、
酒
造
家
か
ら
提
出
を
求
め

務政と？事政の改卒第〕節

代官竹国三右衛門ff!終えにつき

反Mli号村々 願設控（部分）

写l’E108 

ト
と
米
民
入
帳
）
を
点
検
し
て
い
る
。

さ
ら
に
翌
一

一
月
に
は
手
代
二
名
が
清
酒
改
め
の
た
め
、
播

階
方
而
か
ら
西
摂
に
入
っ
て
い
る
。
同
年
十
一
月
に
は
同
じ
く
手

代
が
一
泊
造
払
い
込
み
見
分
の
た
め
大
奴
を
出
発
、

人
ご
と
に
酒
屋

の
一
泊
造
石
数
、
桶
・
山
政
入
米
一
沌
帳
な
ど
を
改
め
て
い
る
。
先
の
風

俗
匡
正
と
並
ん
で
、
代
官
所
役
人
が
積
極
的
に
現
地
に
立
ち
入
り

調
査
し
て
い
る
の
が
日
を
引
く
。

代
官
行
政
の
三
つ
日
と
し
て
勧
良
策
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
く
に

農
業
に
出
精
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
荒
地
開
発
を
奨
励
し
て
い
る

（
覚
政
二
年
十
月
）
。

あ
わ
せ
て
高
持
（
地
主
）
百
姓
に
対
し
て
、
小
作

人
に
樹
地
を
預
け
る
こ
と
を
や
め
自
ら
手
作
し
、
そ
の
余
分
だ
け

か
｝
小
作
に
出
す
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
本
百
姓
体
総
の
再
建
と
い

わ
れ
る
政
策
基
調
で
あ
る
。

好…近Hf史前n¥III4ラ7



最
後
に
代
官
支
配
に
か
か
わ
る
行
政
機
構
の
刷
新
が
あ
る
。
村
政
に
つ
い
て
は
無
駄
な
出
費
を
省
く
こ
と
を
求
め
る
と
と
も

に
、
村
役
人
に
対
し
年
賞
納
入
や
村
入
用
関
係
の
資
料
を
小
前
百
姓
に
公
開
し
、
了
承
を
と
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
名
主
に

よ
る
不
正
の
チ
ェ
ッ
ク
を
悶
っ
た
も
の
で
あ
る
。
閉
じ
く
代
官
行
政
に
か
か
わ
っ
て
は
掛
屋
・
朋
述
・
納
指
と
い
っ
た
町
人
の

担
う
中
問
機
構
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
も
構
造
的
な
不
正
の
つ
祖
床
L

で
あ
り
、
竹
短
は
大
坂
在
任
中
に
掛
屋
・
用
述

に
つ
い
て
は

年
六
月
、
納
砲
は
三
年
五
月
と

度
の
処
分
を
行
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
代
官
手
代
・
手
付
と
い
う
不
正
の
祖
床
が
あ
っ
た
が
、
竹
臨
自
身
手
代
の
不
行
届
の
た
め
大
坂
在
任
中
一
時
説

棋
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
は
支
配
地
年
一
久
米
金
の
皆
済
が
良
好
な
た
め
数
度
の
褒
美
を
受
け
た
披
で
あ
っ
た
が
、
上
手
の

手
か
ら
水
が
漏
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

竹
垣
は
党
政
五
年
伊
奈
半
左
衛
門
を
更
迭
し
た
後
の
関
東
郡
代
機
構
を
担
う
一
員
と
し
て
大
坂
を
離
れ
、
さ
ら
に
九
年
に
は

下
野
・
常
陸
の
代
官
と
し
て
赴
任
、
そ
の
地
に
二
二
年
も
在
任
す
る
こ
と
と
な
る
。

2 

天
保
の
飢
鰹
と
改
革

天
保
の
飢
餓

本
保
・
寛
政
に
つ
づ
く
一
ニ
諮
問
の
幕
政
改
革
の
立
て
役
者
水
野
忠
邦
が
老
中
に
就
任
す
る
の
は
、
天
保
五
年

（
一
八
三
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。

松
平
定
信
の
退
在
か
ら
四

O
年
が
経
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
定
信
そ
の
人
は
、

も
う
こ
の
肢
に
い
な
い
。
祉
は
将
軍
家
斉
の
代
で
あ
る
ο

八
代
吉
宗
も
長
期
政
様
で
あ
っ
た
が
、
家
斉
は
そ
れ
を
上
回
る
五

O

年
（
一
七
八
七
1
一
八
一
一
一
七
）
に
及
び
、
家
慶
に
将
軍
職
を
殺
っ
て
か
ら
も
「
大
御
所
し
と
し
て
死
ぬ
ま
で
実
機
を
握
っ
た
。
だ
か
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ら
水
野
忠
邦
は
老
中
に
就
任
し
て
も
、
改
革
に
着
手
す
る
天
保
十
二
年
ま
で
七
年
も
の

年
月
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
十
二
年
の
問
一
月
、
大
鋼
所
家
斉
が
没
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
改
革
の
チ
十
ン
ス
は
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

写真 109 神戸村付近「l:l11後馬場（勺I€W名所阪会」〉

し
か
し
家
斉
の
晩
年
、
世
情
は
天
保
の
飢
飽
に
襲
わ
れ
て
騒
然
と
し
て
い
た
。
と
く

に
天
保
川
口
年
以
隣
各
地
で
、
米
側
高
騰
を
背
景
と
す
る

挟
・
打
ち
こ
わ
し
が
海
南
と

し
て
起
こ
っ
て
い
た
。
近
隣
で
い
え
ば
間
年
の
加
古
川
筋

挟
の
報
は
、
お
そ
ら
く
市

域
の
村
々
に
も
凶
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
市
域
に
は
そ
の
よ
う
な
兆
候
を
見
出
だ

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
体
市
域
の
村
々
は
、
飢
鰻
の
さ
な
か
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
幸
い
神
戸
村
に
天
保
七
年
の
「
諸
事
者
上
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
挑
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
冒
頭
に
出
て
く
る
の
は
、
索
離
農
株
と
酒
掛
何
度
株
の
変
更
届
で
あ
る
。
十
一
月

に
は
酒
造
株
の
変
更
も
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
浜
先
で
花
相
撲
を
興
行
す
る
の
で
認

め
て
ほ
し
い
と
り
搬
い
が
二
ツ
茶
屋
村
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
神
戸
・
走
水
の
隣
村
も

支
障
は
な
い
と
述
併
し
て
保
託
し
て
い
る
。

さ
ら
に
二
月
に
は
、
こ
れ
ら
一
ニ
カ
村
は
兵

庫
津
に
引
、
ざ
続
い
て
い
る
た
め
船
稼
ぎ
の
者
を
相
手
に
「
隠
売
女
」
の
よ
う
な
行
為
を

し
て
い
る
者
が
い
る
と
の
印
刷
間
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
も
の
が
い
れ
ば
村
方
の
風
儀
に
か

か
わ
る
の
で
平
述
、
追
放
す
る
よ
う
に
と
の
代
官
の
通
達
を
受
け
て
い
る
。

い
ず
れ
も
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飢
飽
と
い
っ
た
状
況
に
は
い
さ
さ
か
そ
ぐ
わ
な
い
。

に
は
、
一
一
一
カ
村
の
氏
神
生
田
宮
の
正
遷
宮
神
事
が
瓦
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
飢
位
の
気
配
を
感
じ

な
い
が
、
十
一
月
に
は
小
前
難
渋
の
者
に
対
し
村
で
粥
を
炊
き
、
毎
日
粥
施
行
を
行
っ
て
い
る
と
の
記
事
に
出
合
う
。
飢
僅
は

や
は
り
、
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
。
代
官
所
へ
の
こ
の
時
の
口
上
書
は
、
九
月
ニ
十
五
日
よ
り
施
行
を
は
じ
め
、
そ
の
人
数
は

mm
五
0
1六
O
人
で
あ
る
が
、
米
側
高
騰
が
続
け
ば
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
見
通
し
と
し
て
来
年
秋
ご
ろ
ま
で
施
行

を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
の
例
年
な
ら
ば
秋
に
収
穫
さ
れ
た
米
が
出
回
り
、
米
価
は
安
定
に
向
か
う

時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

食
べ
る
米
に
闘
っ
て
い
て
も
農
民
は
、
こ
の
時
期
に
な
れ
ば
年
貢
上
納
の
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
戸
村
で
は
ど

う
に
か
八
分
通
り
に
は
用
意
し
た
が
、
一
一
分
は
ど
う
し
て
も
整
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
で
買
米
を
し
よ
う
と
し
て
そ
の
資

金
を
村
内
の
寓
商
松
屋
万
部
兵
衛
に
頼
む
こ
と
に
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
代
官
所
で
も
松
屋
の
資
金
力
に
闘
を
つ
け
、
村
々
救

助
の
た
め
手
当
金
の
拠
出
を
命
じ
て
き
た
。
こ
れ
で
は
松
原
に
頼
ろ
う
と
す
る
神
戸
村
の
思
惑
は
、
断
た
れ
る
こ
と
に
な
る
ο

そ
こ
で
村
役
人
一
閲
し
て
御
域
米
全
納
の
た
め
に
も
、
松
田
胤
へ
の
手
当
金
を
免
除
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。
同
じ
く
松

屋
も
免
除
を
顕
い
、
そ
の
か
わ
り
金
五

O
調
を
上
納
す
る
と
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
出
願
が
認
め
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
、
結
末

は
．
不
明
で
あ
る
。

飢
緩
の
深

い
爪
跡

凶
年
に
は
じ
ま
っ
た
凶
作
・
飢
簡
は
五
、
六
、
七
年
と
長
引
く
こ
と
で
深
刻
の
度
を
深
め
た
よ
う
だ
。
神
戸
村

を
含
む
谷
町
代
官
所
の
四
郡
村
々
（
東
成
・
武
庫
・
菟
原
・
入
部
）
は
五
年
に
、
代
官
所
の
許
可
を
え
て
夫
食
米
の

払
下
げ
を
行
っ
た
が
、
そ
の
分
は
翌
六
年
よ
り
五
カ
年
賦
で
詰
め
渓
し
を
は
じ
め
た
。
と
こ
ろ
が
二
年
間
の
七
年
、
再
度
襲
つ
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た
凶
作
の
た
め
に
と
て
も
詰
め
戻
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
ど
う
か

年
お
く
れ
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。
天
保

八
年
二
月
三
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
断
続
的
に
襲
う
凶
作
や
風
水
害
に
備
え
て
そ
の
備
蓄
を
幕
府
は
全
国
の
村
々
に
奨
励
し
て
い

た
が
、
凶
作
の
追
い
打
ち
で
貯
夫
食
は
放
出
す
る
ば
か
り
で
、
備
蓄
に

幕放と落政の改革第一節

間
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
村
の
公
共
的
な
施
策
、
が

行
き
詰
ま
れ
ば
、

つ
ぎ
は
松
患
の
よ
う
な
寓
商
や
家
農
に
融
通
、
援
助
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
も
尽
き
て
、
も
は
や

夫
食
の
手
当
て
は
一
切
な
く
な
っ
た
と
し
て
八
部
・
菟
原
郡
村
々
で
は
天
保
八

神戸村の2支出青年（到来7～8年）

届出人 脳 出 家出人 年齢 家 U1 

年月 日 主龍 年月 13 
チj－康彦五郎 7. 7. 20 伴石松 19 7. 7. 7タ

務！E震 基蔵 7. 9. 12 伴太蔵 28 7. 8. 21タ

俵庭六良家fl兵衛 7. 11. 4 伴武蔵 21 7. 10. 27夜
後ちょ

精度後孫家九さ郎な 7. 11. 4 伴久吉 25 7. 10. 27夜

山家屋安五郎 7. 11. 4 体菊蔵 18 7. 10. 27夜

升屋佐左11/J門 8. 1. 13 体i原蔵 24 7. 12. 28干支

＇§段安兵衛 8. 1. 13 伴利吉 22 7. 12. 28夜

表 112

年
一
一
一
月
、
次
の
よ
う
に
出
願
し
て
い
る
。
村
々
で
は
年
来
取
引
し
て
い
る
兵
隊

津
を
は
じ
め
西
国
街
道
の
村
々
に
あ
る
米
屋
へ
わ
ず
か
ば
か
り
の
飯
米
（
麦
）
を

買
い
求
め
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
大
一
波
町
奉
行
所
の
命
で
厳
重
な
津
留
め
が
兵
康

津
は
じ
め
各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
、

一
切
売
っ
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
生
き

て
い
け
な
い
の
で
、
ど
う
か
他
国
は
も
ち
ろ
ん
兵
路
浮
か
ら
も
自
由
に
米
殺
が

資料：神戸市立中央関設立官所蔵文香

買
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

大
坂
町
奉
行
所
は
七
年
十

月
、
新
殺
の
入
津
に
あ
た
り
買
占
め
と
他
所
積

送
り
の
禁
止
を
命
じ
、
十
一
一
月
、
翌
一
八
年
ニ
月
に
も
重
ね
て
触
れ
て
い
る
。
大

坂
市
中
の
米
価
高
騰
に
よ
る
民
衆
蜂
起
を
怖
れ
て
の
措
設
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

市
域
の
村
々
に
米
穀
の
購
入
先
を
狭
め
さ
せ
る
結
末
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
う
や
く
五
月
、
捜
作
の
去
が
収
穫
さ
れ
入
津
す
る
の
を
見
込
ん
で
自
由
な
版

売
を
認
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
や
っ
と
津
即
閉
め
は
解
除
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
間
二
月
十
九
日
、
大
坂
で
は
大
燦
平
八
郎
が
門
弟
た
ち
を
糾
合
し
て
蜂
起
し
て
い
る
。

飢
僅
の
影
響
は
別
の
形
で
も
現
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
頻
発
す
る
家
出
で
あ
る
。
こ
の
時
代
家
出
人
が
出
れ
ば
必
ず
役
所
に
周

け、一一一

O
日
の
あ
い
だ
尋
ね
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
カ
月
で
判
明
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

「

探

し
ま
し
た
が
、
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
L

と
路
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
行
き
先
は
わ
か
っ
て
い
て
も
探
さ
な
い
こ
と

が
多
い
の
で
あ
る
。

「
家
出
」
の
形
を
と
っ
た
出
稼
ぎ
で
あ
る
。
そ
の
家
出
記
事
が
天
保
七
年
七
月
か
ら
八
年
一
月
に
か
け
て

七
件
も
み
え
る
（
表
山
）
。

い
ず
れ
も
一
一

O
歳
前
後
の
青
年
た
ち
で
、
同
じ
日
に
示
し
合
わ
せ
た
形
跡
が
濃
い
。

お
そ
ら
く
大
坂

の
よ
う
な
大
都
会
へ
、
出
奔
し
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
ο

飢
館
は
こ
の
よ
う
に
、
背
年
を
農
村
か
ら
部
会
へ
走
ら
せ
た
。
そ
の
結

果
、
後
年
の
改
革
の
な
か
で
「
人
返
し
」
が
励
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
保
の
御

料
所
改
革

天
保
十
二
年
出
一
月
、
大
御
所
家
斉
が
没
し
た
が
、
そ
の
凹
カ
月
後
幕
府
は
政
治
改
平
を
布
告
し
た
。
こ
の
附

将
一
平
家
鹿
に
提
出
し
た
と
い
わ
れ
る
書
簡
の
中
で
水
野
忠
邦
は
、

「
此
度
御
改
革
に
付
、
諸
役
所
向
の
義
悶
弊

捺
和
見
え
候
様
御
陵
な
く
候
て
は
、
御
趣
意
相
立
ち
難
」
い
と
、
ま
ず
幕
府
諸
役
所
の
機
構
と
人
事
の
刷

新
を
強
調
す
る
。
長
い
間
の
胸
腹
の
患
い
も
い
っ
た
ん
烏
頭
・
大
賞
の
「
激
剤
」
を
施
さ
な
け
れ
ば
と
て
も
効
き
目
、
が
な
い
、

変
洗
、
御
取
締
り

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
後
立
て
続
け
に
改
革
令
が
発
布
さ
れ
る
。
倹
約
令
や
風
俗
匡
正
令
が
そ
の
第
一
揮
で
あ
り
、
江

一
戸
菱
垣
廼
船
積
間
麗
・
十
組
問
麗
に
は
じ
ま
る
諸
株
仲
間
・
組
合
の
停
止
令
、
諸
物
価
引
下
げ
令
、
人
返
し
令
、
上
知
令
な
ど

が
十
一
一
了
、
四
年
に
か
け
て
続
く
。

こ
れ
ら
の
施
策
の
な
か
に
十
四
年
六
月
、
幕
府
が
勘
定
所
に
全
国
の
代
官
・
預
所
役
人
を
集
め
て
布
令
し
た
項
目
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
御
料
所
改
革
」
と
呼
ば
れ
、
代
官
に
督
励
し
て
幕
府
鎮
の
年
支
を
「
古
来
の
御
取
筒
L

、
つ
ま
り
過
去
の
高
水
準
に
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川
引
き
戻
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
指
針
と
し
て
一
検
見
以
前
に
本
田
畑
・
新
田
畑
・
荒
地
起
返
場
・
見

取
場
、
そ
の
外
切
添
・
切
加
に
適
切
な
場
所
、
ま
た
は
免
上
・
本
免
入
れ
な
ど
の
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
こ
と
ご
と
く
見
分
し
、

わ
ず
か
の
手
抜
き
も
な
い
よ
う
に
年
支
な
申
し
付
け
L

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
具
体
的
な
措
置
と
し
て
、

ω検
見
の

厳
正
な
実
施
、
山
一
新
規
開
発
地
へ
の
迅
速
な
検
地
と
高
入
れ
、
同
破
免
検
見
の
基
準
の
順
守
、
判
定
免
の
村
で
も
今
年
は
一
村

ご
と
に
立
毛
見
分
を
実
施
す
る
、
同
村
入
用
・
部
中
割
の
負
担
減
少
、
仙
川
村
絵
問
問
・
小
前
帳
・
御
取
筒
（
空
日
ハ
）
附
仕
訳
帳
の
提

出
、
な
ど
を
指
示
し
て
い
る
。
年
寅
収
納
の
増
加
を
図
ろ
う
と
す
る
幕
府
の
並
々
な
ら
ぬ
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
市
域
幕

竹
店
…
直
道
の
祖
父
直
視
（
一
七
回

J
一八

府
領
に
そ
れ
を
率
先
実
行
し
た
忠
実
な
代
官
が
い
た
。
大
坂
谷
町
代
官
竹
恒
三
右
衛
門
直
道
で
あ
る
。

四
）
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
寛
政
改
卒
の
折
、
小
十
人
総
か
ら
代
官
に
抜
擢
さ

れ

一
時
大
坂
に
在
任
、

で
あ
る
。
彼
は
天
保
七
年
代
官
に
な
る
が
、
そ
の
四
年
後
の
天
保
十
一
年
か
ら
、
代
官
職
を
離
れ
る
文
久

い
た
る
問
、
職
務
上
の
日
記
全
四
七
冊
を
書
き
残
し
て
い
る
。
ま

「
名
代
官
し
と
し
て
後
祉
に
名
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
祖
父
の
跡
を
追
っ
て
大
坂
に
在
任
し
た
の

若手政と務政の改革第一節

天保14年魚崎村

「潟反7JIJ小前1[1長」

（表紙〉

写真 110

（
一
八
六
一
一
一
）
に

」
と
に
精
勤
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
そ
の

に
彼
の
職
務
精
励

ぶ
り
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

戸
記
で
み
る
と
こ
ろ
、
彼
は
御
料
所
改
革
の
指
示
の
あ
る
以
前
、

す
で
に
新
開
場
開
け
ん
分
、
新
田
検
地
、
免
上
げ
、
免
砲
し
に
精
力
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
当
然
こ
の
よ
う
な
年
賀
塙
徴
策
に
対
し
農

民
は
強
く
反
発
し
た
よ
う
で
、
天
保
十
二
年
十
一
月
、
仮
免
状
の

¥It 近E霊長ミ講話E403 



交
付
を
受
け
た
村
々
が
出
願
の
た
め
大
坂
へ
や
っ
て
来
る
と
の
風
聞
が
あ
り
、
竹
践
の
手
付
が
鈴
木
町
代
官
築
山
茂
左
衛
門
の

手
付
と
協
議
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
動
き
を
押
さ
え
て
の
御
料
所
改
革
で
あ
っ
た
。
と
く
に
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

村
絵
図
・
小
前
帳
・
御
取
筒
附
仕
訳
帳
の
作
成
で
あ
り
、
雛
型
を
示
し
て
挺
出
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の

が
、
魚
崎
村
に
残
さ
れ
て
い
る
。

十
三
番

字
道
ノ
下

一
上
回

(2) 
一五
下字拾
畑浜番

狂i

(3) 
一九
下字拾
回松八
原番

一
部
を
抜
粋
し
た
が
、 弐

畝
八
歩

当
卯
毘
敷
成
り

問
赦
六
歩

当
卯
畑
田
成
り

拾
四
歩

享
和
一
元
商

文
化
十
四
丑

つ
「
尚
一
反
別
小
前
帳
」

本
免

御
検
地
帳
五
兵
衛

回
主
藤
兵
衛

右
問

議
右
衛
門

国
主
亀
兵
衛

本
免

当
卯
木
免
入

御
検
地
帳
宮
沢
右
衛
門

国
主
仁
兵
衛

起
返
取
下

と
の
地
自
変
更
が
検
地
帳
と
突
き
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
手
間
の
か
か
る
作
業
で
あ
っ
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た
だ
ろ
う
。
似
は
上
回
が
屋
般
に
変
り
、
仰
は
下
畑
か
ら
畑
自
に
、

支
た
仰
は
荒
地
が
一
挙
和
元
年
・
文
化
十
四
年
の
一
一
度
に
わ

た
り
再
出
発
さ
れ
、
特
別
加
の
年
一
久
率
で
扱
わ
れ
て
い
た
の
宏
、
今
年
か
ら
本
間
畑
と
同
じ
水
準
の
年
文
率
に
引
き
上
げ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一

と
に
耕
地
の
実
情
な
調
べ
た
も
の
を
地
目
別
ご
と
に
集
計
し
た
も
の
が
、

「
御
取
筋
附

仕
訳
帳
」
で
冒
頭
に
前
年
と
対
比
し
た
年
貢
総
長
を
諜
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
魚
時
村
で
は
こ
れ
が
残
っ
て
い

な
い
が
、
収
総
増
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
こ
れ
ら
の
書
類
は
十
二
月
末
ま
で
に
勘
定
所
に
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、

八
月
九
州
を
除
く
幕
府

飯
村
々
を
吟
味
方
勘
定
方
が
改
革
取
締
り
の
た
め
に
趨
村
を
布
告
し
た
の
で
、
そ
の
時
ま
で
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

p
a
A

つ
ニ
コ

中

／

、

ふ

／

御
料
所
改

革
の
中
止

天
保
十
四
年
八
月
初
め
の
吟
味
方
勘
定
方
遡
村
の
名
目
を
、
竹
筒
…
代
官
所
廻
状
は
「
諮
問
御
料
所
御
取
締
り
立

毛
見
分
其
の
外
い
と
し
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
・
大
和
五
カ
簡
は
御
勘
定
高
橋
繁
之
丞
が
廻
村
す
る
と

通
知
、
あ
わ
ぜ
て
先
に
指
示
し
た
村
絵
図
と
小
前
娠
を
案
文
通
り

い
て
八
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る

；民放と務政の改革

（
吋
八
月
十
白
日
）
ο

十
六
日
に
は
さ
ら
に
詳
し
い
指
示
が
代
官
か
ら
あ
っ

ω定
免
の
村
は
小
前
川
駅
・
村
絵
間
関
な
勘
定
方
に
提

出
す
る
、
向
検
見
の
村
は
内
見
帳
と
小
前
帳
の
六
部
で
は
日
数
が
か
か
る
の
で
内
見
帳
の
み
提
出
す
る
。
ま
た
「
荒
地
高
反
別

起
返
取
下
、
畑
田
成
屋
敷
成
、
見
取
場
流
作
場
そ
の
外
切
添
切
開
」
の
綾
子
、
な
合
憾
に
し
て
作
成
す
る
、
同
見
分
の
時
は
小
前

帳
の
通
り
、

と
に
挫
札
を
た
て
る
、
同
問
籾
、
z貯
殺
一
村
限
有
山
M
M
帳
、
民
業
以
外
の
余
業
諮
き
上
げ
を
提
出
す
る
、
と

第一節

い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
準
備
万
端
、
書
類
を
整
え
御
勘
定
方
の
遡
村
を
待
つ

で
あ
っ
た
が
、
村
々
か
ら
の

の
提
出
は
容
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易
に
進
ま
ず
、
八
月
二
十
六
日
、
九
月
十
日
と
努
促
を
繰
り
逃
し
て
い
る
。
先
述
し
た
魚
崎
村
「
小
前
帳
」
の
例
か
ら
し
て
、

帳
簿
の
作
成
に
村
々
は
随
分
手
間
取
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

御
勘
定
方
古
川
橋
は
九
月
八
日
大
津
に
到
着
、
山
城
の
村
々
な
手
始
め
に
摂
津
淀
川
べ
り
の
村
々
か
ら
武
庫
・
菟
原
・
八
郎
部

へ
回
る
予
定
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
摂
河
泉
播
和
の
五
カ
国
を
わ
ず
か
の
人
数
で
閉
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
つ
商
摂
の
村
々
に

や
二
に
く
る
か
は
蒋
易
に
判
然
と
し
な
い
。
そ
の
後
同
月

四
日
に
昆
陽
村
（
伊
丹
市
）
に
泊
ま
り
、
二
十
五
日
住
吉
、
二
十

六
日
兵
庫
津
と
の
情
報
が
代
官
所
よ
り
届
く
が
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
そ
の
姿
は
見
え
、
ず
、
村
々
で
は
刈
取
の
時
期
を
逸
し
か
ね

ず
然
り
だ
し
た
。
御
勘
定
方
の
資
務
は
立
毛
見
分
の
た
め
当
初
、
代
官
所
は
廼
村
が
あ
る
ま
で
一
切
、
稲
を
刈
り
取
っ
て
は
な

ら
な
い
と
し
て
い
た
、
が
、
廻
村
の
時
期
も
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、

つ
い
に
代
官
所
は
農
民
の
願
い
を
容
れ
、
的
検
見
の
村
々

は
水
田
の
一
五
%
に
限
り
、
耕
地
の
問
O
M
P
ま
で
刈
り
取
り
、
ム
ハ
O
%
は
残
す
こ
と
、
例
定
免
の
村
々
は
向
じ
く
一
五
%
に
m
m

り
、
じ
O
%
を
収
穫
し
、
一
二
O
%
は
立
毛
の
ま
ま
残
す
、

ω一
二
畝
以
下
の
小
さ
な
稲
聞
は
す
べ
て
刈
り
取
っ
て
よ
い
、
と

の
指
示
な
与
え
る
の
で
あ
る
（
間
九
月
一
日
）
。

村
々
に
と
っ
て
勘
定
方
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
厄
介
な
訪
問
者
で
あ
る
。

そ
し
て
と
ど
の
つ
ま
り
十
月
に
入
っ
て
つ
御
料
所

お
引
ι
品
川
怖
心

γι

士
い
い
ト
L

こ
工
コ

グ
ド
己
一
け
」

t
仁

l
t
f

竹
股
代
官
所
か
ら
の
廻
状
は
九
日
、
用
途
大
和
屋
か
ら
飛
脚
使
に
て
西
摂
村
々
に
届
い
た
が
、

そ
れ
に
は
勘
定
方
の
廻
村
や
そ
れ
に
あ
わ
せ
た
諸
帳
簿
の
作
成
・
提
出
は

々
手
数
も
相
掛
り
、
口
聞
に
寄
り
難
儀
の
節
も
こ

れ
あ
る
べ
き
哉
と
の
深
き
御
仁
恵
」
に
よ
る
と
苦
か
れ
て
い
た
。
こ
の
改
本
に
つ
い
て
代
官
の
一
部
に
は
飛
騨
郡
代
控
回
友
道

の
よ
う
に
「
内
実
は
事
を
苛
酷
に
過
ご
し
候
て
、
安
民
の
御
処
医
務
し
」
と
批
判
的
な
見
解
を
と
る
者
も
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
、

各
方
而
か
ら
批
判
が
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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す
で
に
こ
の
時
老
中
水
野
忠
邦
は
罷
免
さ
れ
、

雁
之
関
誌
に
降
格
さ
れ
て
い
た
（
間
九
月
十
一
一
一
日
）
。

そ
し
て
彼
の
命
取
り
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
上
知
令
も
、
間
九
月
七
日
撤
関
さ
れ
て
い
る
。

っ
深
き
御
仁
恵
い
な
ど
と
い
く
ら
名
目
を
飾
ろ
う
と
、
幕
府

権
威
の
失
慢
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

今

.) 

藩
財
政
の
窮
乏
と
藩
札
仕
法

尼
崎
落
財

政
の
窮
乏

幕
府
が
改
革
政
治
に
着
手
し
た
寛
政
と
天
保
の
間
に
は
苓
和
・
文
化
・
文
政
と
い
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。

ま
ぎ
t
t
v
 

一
九
世
紀
の
前
半
三

0
年
間
で
あ
る
。

こ
の
頃
諸
藩
も
幕
府
に
劣
ら
ず
財
政
難
で
、

尼
情
藩
も
文
化
十
一
一
一
年

（
一
八
二
ハ
）
「
御
上
様
累
年
御
借
財
相
関
み
、
御
勝
手
向
御
指
し
支
え
多
く
、
調
難
渋
i

一
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て

そ
こ
に
葎
政
改
革
が
日
程
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
く
に
財
政
難
を
補
う
も
の
と
し
て
藩
札
が
各
藩
で
発
行
さ
れ
た
。
以

下
そ
の
様
相
を
、
尼
崎
藩
・
明
石
蒋
の
順
で
み
て
み
よ
う
。

主主政と首長政の改革

尼
崎
藩
は
前
述
の
よ
う
に
明
和
六
年
（
…
七
六
九
）
、

四
カ
村
（
村
高
に
し
て
一
万
四
0
0
0石
）
な
幕
府
に
収
公
さ

部
摂

れ
、
そ
の
代
知
と
し
て
播
藤
多
可
・
宍
莱
・
赤
穂
一
一
一
郡
に
七
一
カ
村
（
村
高
に
し
て

万
九
0
0
0石
余
）
を
得
た
。

見
し
た
と

こ
ろ
五

0
0
0石
の
税
収
で
あ
る
が
、
実
践
に
は
経
済
力
豊
か
な
土
地
を
失
っ
た
影
響
の
方
が
大
き
か
っ
た
。
と
く
に
尼
崎
と

並
ん
で
器
官
・
兵
路
津
は
貨
幣
経
済
の
中
心
で
あ
り
、
品
川
一
白
川
な
資
金
力
を
有
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
同
藩
で
は
貞
享
元
年
（

第一節

六
八
回
）
よ
り
領
内
限
り
に
通
用
す
る
紙
幣
、

す
な
わ
ち
葎
札
を
発
行
し
て
い
た
が
、

そ
の
時
の
金
主
は
西
宮
・
尼
崎
の
町
人

そ
の
後
宝
永
問
J
享
保
十
四
年
（
一
七
O
七
J
二
九
）
の
停
止
期
間
を
経
て
、

で
あ
っ
た
。

十
五
年
再
発
行
す
る
が
そ
の
時
も
金
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主
は
西
宮
で
、
そ
の
後
は
尼
崎
・
間
宮
・
兵
廊
津
に
銀
札
引
替
所
を
置
い
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
藩
札
（
当
初
一
匁
と
一

0
0

匁
、
つ
い
で

O
匁
、
五
匁
札
を
発
行
）
の
流
通
は
軌
道
に
乗
り
、
農
村
部
に
も
札
元
を
み
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
間
滞
の

貨
幣
経
済
政
策
は
尼
崎
・
西
宮
・
兵
廊
津
と
い
う
三
つ
の
脚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

い
ま
そ
の
う
ち
一
一
町

が
ふ
〈
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ば
鼎
の
脚
の
二
本
を
も
が
れ
、

一
本
脚
で
立
つ
羽
お
に
陥
っ
た
格
好
で
あ
る
。

尼
崎
藩
の
改
革
は
、
ま
ず
こ
の
打
撃
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

落
札
の
流
通

と
適
用
停
止

収
公
の
の
ち
同
滞
は
各
札
一
苅
の
銀
札
の
発
行
、
開
収
の
現
状
を
調
査
し
、

つ
い
で
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
以

降
札
一
克
を
巾
水
産
・
樋
日
産
と
い
う
二
人
の
掛
屋
に
限
定
し
た
。

の
ち
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
新
設
さ
れ
た

銀
札
引
務
投
一
所
（
尼
崎
宮
町
）
で
銀
札
が
発
行
さ
れ
、
先
の
掛
屋
一
一
人
の
も
の
と
合
わ
せ
て
一
一
一
種
類
が
幕
末
ま
で
適
用
す
る
こ
と

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
文
政
年
間
以
降
の
藩
財
政
の
思
化
と
と
も
に
、
同
藩
の
銀
札
制
度
は
大
き
く
動
揺
し
は
じ
め
る
。

藩
銀
札
が
免
換
紙
幣
と
し
て
通
用
す
る
た
め
に
は
、

い
つ
で
も
引
替
所
に
も
っ
て
い
け
ば
正
貨
と
引
き
替
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
信
用
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
財
政
の
深
刻
な
窮
乏
は
、
そ
の
よ
う
な
信
用
力
を
失
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

藩
が
一
五
カ
年
賦
の
佑
入
銀
を
文
化
十

文
政
二
年
と
問
を
お
か
ず
郷
中
村
々
へ
申
し
出
る
に
及
ん
で
は
、
領
民
と
い

え
ど
も
開
藩
銀
札
に
不
安
を
覚
え
る
の
は
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
政
十
一
一
年
に
課
し
た
御
用
銀
の
年
賦
返
済
が
天
保

三
年
（
一
八
一
三
一
）
に
は
遅
延
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
返
済
を
銀
札
ば
か
り
で
し
た
い
と
藩
が
申
し
付
け
た
こ
と
な

ど
が
重
な
っ
て
、
天
保
四
年
末
に
は
一
挙
に
尼
崎
滞
銀
札
に
対
す
る
不
信
が
表
面
化
し
、
銀
札
を
正
銀
に
引
き
替
え
よ
う
と
す

る
群
衆
が
競
っ
て
引
替
所
に
押
し
か
け
、

つ
い
に
藩
は
い
っ
た
ん
引
替
え
の
停
止
を
命
じ
た
。

当
初
停
止
は
天
保
五
年
一
月
い
っ
ぱ
い
と
し
、
二
月
一
日
よ
り
再
開
予
定
で
あ
っ
た
が
、
正
銀
へ
の
引
接
え
の
見
通
し
は
立
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た
ず
、
大
坂
天
満
の
大
根
罷
小
右
衛
門
に
資
金
融
通
を
頗
む
が
断
わ
ら
れ
、

八
年
後
の
天
保
十
一
一
一
年
に
な
っ
て
も
「
銀
札
年
久

し
く
そ
の
ま
ま
に
相
成
り
い
と
い
わ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

で
に
寛
政
十

尼
崎
藩
発
行
の
銀
札
は
本
来
領
内
限
り
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
藩
僚
に
隣
接
す
る
他
領
村
々
に
も
及
ん
だ
。
す

（一八
O
O）
大
坂
町
奉
行
所
与
力
の
詰
め
る
兵
庫
勤
番
所
で
は
、
当
時
尼
崎
落
銀
札
の
誇
所
と
な
っ
て
正
銀

と
の
引
替
え
業
務
を
行
っ
て
い
た
兵
庫
浮
内
の
正
直
屋
吉
助
を
よ
ん
で
糾
し
て
い
る
。

は
そ
れ
に
答
え
て
「
商
取
引
先

か
ら
頼
ま
れ
て
や
む
を
得
。
す
引
き
替
え
て
い
る
が
、
本
人
も
迷
惑
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

幕政とl1年政の改革第一節

そ
の
後
天
保
問
年
末
の
取
り
つ
け
騒
ぎ
が
あ
っ
た
時
に
も
、
谷
町

明石若年札（左〉・尼崎務札〈右〉

代
官
所
の
支
配
の
村
々
に
同
議
銀
札
が
通
用
し
て
い
た
た
め
問
題
と

な
っ
た
。
谷
町
代
官
所
管
下
の
武
庫
・
菟
原
・
八
部
一
一
一
郡
村
々
で
は

天
保
七
年
五
月

部
は
尼
崎
藩
と
幕
府
僚
の
入
り
組
み
の
た
め
、

先
年
よ
り
応
崎
藩
の
引
棒
銀
札
が
通
用
し
て
い
た
が
、

四
年
十
二
月

の
不
通
用
以
来
、

い
く
ら
引
替
役
所
へ
正
銀
の
引
替
え
を
求
め
て
も

ら
ち
が
あ
か
な
い
。
多
分
の
銀
札
が
引
き
替
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、

一
万
に
差
し
支
え
、
年
京
上
納
に
も
響
く
の
で
引
き
替
え
る
よ
う
取
り

写真 111

計
ら
っ
て
ほ
し
い
」
と
出
願
し
て
い
る
。

当
時

ρ調
査
に
よ
る
と
不
通
用
に
な
っ
た
天
保
四
年
十
二
月
以
降
、

入
部
郡
村
々
の
銀
札
は
表
出
の
よ
う
な
銀
額
に
の
ぼ
り
、
け
つ
こ
う

近 jjt隆史綴迎469 



入部郡幕府

領村々の尼

崎藩3財L
（単位・匁）

表 113

3,910.0 

2, 242.0 

665.0 

544.0 

120.0 

66.5 

66.0 

61. 0 

47.0 

42.5 

41. 0 

40.5 

34.0 

18.0 

15.0 

10.。

復i

屋
一
戸
水
磨
林
村
池
抑
制

m
池

宿

熊

野

井

野

川

崎

須

ヶ

尻

尻

平

一

神

走

東

駒

中

西

北

荒

策

板

花

耐

火

石

夢

由

7, 922.5 

な
額
で
あ
る
。

S艮名村

食料ー叩11戸市史・＂ ~を
料2

と
こ
ろ
が
こ
の
出
顕
に
対
し
代

官
所
の
問
答
は
、

い
た
っ
て
そ
っ

計

け
な
く
「
本
来
銀
札
通
用
は
、
そ

2込
l二：

の
領
主
地
頭
の
支
配
領
分
間
蹴
り
の

こ
と
で
あ
り
、
他
領
知
支
既
に
は
通
用
の
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
を
心
得
違
い
し
て
わ
ず
か
ば
か
り
の
利
徳
の
た
め
に
銀
札
座
に

て
銀
札
を
買
い
取
り
、
諾
商
売
に
使
用
す
る
た
め
自
然
と
、
幕
府
領
村
々
へ
も
銀
札
が
俳
相
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
全
く
け

し
か
ら
ぬ
。
今
後
当
支
配
村
々
で
は
決
し
て
ど
こ
の
銀
札
も
取
引
し
て
は
な
ら
な
い
い
と
し
て
厳
重
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。

銀
札
は
物
の
取
引
に
応
じ
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
く
ら
支
配
違
い
だ
と
い
っ
て
も
そ
れ
を
閉
止
す
る
こ
と
は
無
理

で
あ
る
。
仰
と
も
無
茶
な
指
令
を
代
官
も
出
す
も
の
で
あ
る
。

明
石
落
札

の
流
通

う
事
態
が
あ
っ
た
。
間
藩
で
は
寛
延
四
年
一
一
一
月
よ
り
五

O
匁

尼
崎
藩
銀
札
の
焦
げ
つ
き
が
あ
っ
た
天
保
四
年
に
先
立
っ
て
、
文
政
十
二
年
明
石
藩
札
が
不
通
用
に
な
る
と
い

二
分
の
五
穫
の
銀
札
を

匁
・
五
分
・

発
行
し
、
一
一
忽
以
上
は
一
切
正
貨
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
布
告
し
た
。
通
用
は
領
内
限
り
で
あ
っ
た
が
、
他
国
他
郷
の
者
と

の
取
引
に
際
し
て
も
、
相
手
に
明
石
溝
銀
札
を
求
め
さ
せ
、
そ
れ
で
決
済
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
問
藩
銀
札
は
隣
接
す
る
摂
津
の
入
部
・
菟
原
郡
村
々
に
も
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
文
政
十
一
一
年
九
月

突
然
通
用
禁
止
と
な
っ
た
。
間
っ
た
村
々
で
は
京
都
代
官
小
脇
役
所
へ
引
き
替
え
る
よ
う
明
石
滞
へ
の
掛
け
合
い
を
求
め
る
一

方
、
自
ら
惣
代
六
人
を
た
て
て
明
石
へ
出
願
に
出
向
い
て
い
る
。
願
書
に
よ
れ
ば
、
村
々
は
明
石
領
と
地
続
き
の
た
め
米
を
は
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じ
め
諸
産
物
の
継
立
・
売
買
を
お
互
い
に
し
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
村
々
で
あ
る
た
め
専
ら
銀
札
が
通
用
し
、
代
官
所
へ
の

年
貢
銀
上
納
の
お
り
に

一
九
時
以
一
間

城
下
引
答
所
は
じ
め
村
内
で
も
正
銀
に
引
き
稼
え
て
納
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
停
止
さ
れ

て
は
上
納
銀
に
支
障
を
来
す
の
で
、
同
年
八
刀
銀
納
額
の
う
ち

そ
の
内
訳
ば
表
山
の
と
お
り
で
あ
る
。

匁
五
分
を
引
き
符
え
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
。

事
態
を
重
視
し
た
小
川
州
役
所
は
手
代
を
通
じ
て
「
御
用
状
」
を
発
行
し
た
の
で
、
惣
代
た
ち
は
十
月
二

日
大
蔵
谷
村
庄

屋
を
介
し
て
域
内
役
人
へ
引
き
渡
し
て
い
る
。
返
～
れ
は
小
堀
役
所
に
直
接
す
る
の
で
、
惣
代
た
ち
は
帰
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ

て
い
る
が
、
彼
ら
の
勝
、
い
が
か
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

吋
明
石
市
史
』
（
上
）
に
よ
れ
ば
、
同
藩
で
は
天
保

に
も
、
将
軍
家
斉
の
第

っ
た
た
め
、
銀
会
所
で
の
引
替
事
務
を
急
に
停
止
し
、

五
男
周
丸
（
の
ち
奔
立
）
を
器
主
斉
訴
の
ふ
私
一
子
に
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
多
額
の
準
備
金
が
必
要
と
な

い
ず
こ
も
藩
札
の
引

一
騒
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
藩
財
政
の
窮
乏
は
、

炊
川
停
伎
を
階
造
的
に
抱
え
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

議政と￥1持政の改革

i明石滞領外村々

の同若年銀札
（単位・匁）

第一節

表 114

綴

1,900.0 

2,600.0 

2, 200.0 

2,200.0 

1, 700.0 

1, 200.0 

772. 7 

241. 8 

215. 5 

867.0 

549. 7 

900.0 

1,000.0 

800.0 

100.0 

600.0 

1, 320. 7 

銀:'.jZ; 

部

上

野

上

下

水

河

郎

野

熊

野

井

原

野

間

川

小

谷

谷

中

小

平

来

上

原

下

京

波

小

西

北

花

奥

お

烏

夢

涜

肉

村官官名

f¥11 

朝
刊

)¥ 

4, 700.0 

1,894.0 

I，ヲ97.1 

410.0 

210.0 

664.。

御影

大石

東 i§j

篠原

畑原

鍛冶段

~ 

際

'f,[I 

資料： F神戸市交ilik史料」 I
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幕
末
に
お
け

る
私
札
適
用

た
た
め
、

高
口
問
経
済
の
進
展
は
貨
幣
の
流
通
量
な
拡
大
さ
せ
た
が
、
各
落
で
は
金
銀
銅
の
正
貨
発
行
権
を
も
た
な
か
っ

い
き
お
い
貨
幣
の
不
足
を
領
内
限
り
通
用
の
藩
札
で
捕
っ
て
い
た
。
市
域
で
は
、
尼
崎
寵
・
一
一
一
間

藩
・
明
石
藩
な
ど
で
落
札
が
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
度
品
川
一
な
る
引
格
停
止
な
ど
に
よ
っ
て
幕
末
期
に
な
る
と
落
札
の
通
用
力
も

弱
く
な
っ
た
。

ま
た
兵
庫
・
道
場
川
原
の
駅
所
や
有
馬
郡
の
諸
地
域
で
は
、
預
り
手
形
や
駄
賃
札
な
ど
と
呼
ば
れ
る
私
札
が
広

範
聞
に
わ
た
っ
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
私
札
は
、
多
く
の
場
合
碍
替
商
や
米
関
皿
住
・
酒
造
業
者
な
ど
に
よ
っ
て
発
行

浄」

r人一寸
f
t
U

ノー－

d
j
ボ
牛
ふ

f
J包

覧
に
し
た
の
が
表
山
で
あ
る
。

さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
流
通
の
基
礎
に
は
発
行
人
で
あ
る
商
人
の
信
用
力
が
あ
っ
た
。
有
馬
郡
の
う
ち
市
域
で
発
行
さ
れ

際
風
村
は
一
一
一
間
帯
領
で
摂
播
の
国
境
に
位
寵
し
、
物
資
流
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。
私
札
発
行
人
の
中
尾
吉
兵
衛
は
、
酒
造
業

、、，
O

L
Y
一

を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
札
は
、
酒
造
米
の
購
入
先
で
あ
る
閥
津
半
兵
衛
・
肝
陪
久
右
衛
門
あ
て
に
出
し
た
預
り
手
形
に
な
っ
て

ま
た
、
こ
れ
ら
の
二
種
の
手
形
の
発
行
さ
れ
た
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
一
一
一
月
に
一
一
一
回
落
札
の
通
用
が
停
止
さ
れ
て
い
る

人

l幻ロ巌宇兵衛

翠下部喜多七

麹）愛吉三郎

金仙寺E室長次郎
三木農ヨド助

率下部村

武凶儀兵衛

大関浅右衛門

福淡与左衛門
泉屋卯之松

細井重右衛門

宥 j馬屋得蔵
（兵尿）

武閏儀兵f諮
問中震郎兵衛
大西浅右衛門

問中重郎兵衛

鉄屋五郎兵衛
馬場七郎兵衛

発行状況

f

f

／

／

f
 

J

／

ノ

／

／

形

形
手

M

hv

’山以

預

米

手話名

り手形

／／ 
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第一節幕政と漆政の改革

穣 類

表 115 有馬郡における私札の

発行人発 行地 発行年

E手風村 j嘉永 7年 5月｜銭100文

" I銭100文
か i銭100文

道場JI！原村｜陵応2年11月｜銀10匁

慶応4年 ｛銭500文

日下部村［安政元年 ｜銭 l匁 5分・ 3分 1分

上；j、名問村｜文久3年

，y

，，d
F

v

，，， 

J

j

j

／
 

月
一
同一年

γ
一、氷

一
世
主

一村一寺尾間

．，d

・Fd

，，，

J

j

j

 

元治元年8月

給湯村｜天保2年

~！；永 7 年 6 月

" 
" 
" 
// 

銀5匁.1匁 銭500文・ 100文

銀 1 匁銭100~た

12月！銀1匁

12月 i銀 1匁
銀l匁銭 1貫女・500文・200文

銀1匁 銭 1食文・ 500文

銀l匁・ 5分
銀l匁

銀 1匁・ 5分
銀 l匁

酒｛問5分・ l分

銀 1匁

銀 I匁

銀1匁・ 5分
銀 1匁
銀 1匁

銀 1匁

中尾吉兵衛
// 

3
一

d
A刊
一

兵
一
一
駅

郎
一
原

四
一
川
。

一場

西
一
道

草加部会所

t尾谷亀太郎

，F

，y

，f

，r

，，， 

i

／

J

J

／
 

泊中重郎兵衛
// 

// 

// 

問中出店

武田儀右衛門

福淡与左衛門

武田儀兵衛

大間浅右衛門

馬場与入宅原村 i文久元年2月！銀 1匁
｜銀5分・ 3分・ 2分

文久 2年 ［銀20匁・ 10匁・ 5匁・ 1匁・ 5分

1銀20匁・ 10匁・ 5匁・ 2匁・ 1匁

ゆ良5匁・ 1匁・ 5分

文久3年 室長10匁・ 5匁・ 1匁

吉尾村 l安政6年 i銀吻 5匁 1匁銭l食文

文久3年 8月 j銀 l匁

資料：高田義久 rt;渓津鼠有馬郡紙幣史』
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と
記
さ
れ
て
い
る
。

院峨倒JJYr'役所札

の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
発
行
さ
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
。

次
の
道
場
川
原
村
は
、
飯
野
藩
（
千
葉
県
沼
津
市
）
の
飛
び
地
領
で
、
生

瀬
（
火
坂
・
西
宮
方
面
）
・
藍
（
丹
波
方
際
）
・
竹
原
（
橋
廃
ガ
商
）
へ
と
継
ぐ
駅

所
で
あ
っ
た
。
こ
の
駅
所
が
金
融
の
た
め
に
人
足
牛
馬
駄
賃
切
手
と
し

写真 112

て
発
行
し
た
も
の
で
、
慶
応
一
一
年
（
一
八
六
六
）
十
一
月
の
も
の
は
、
表

の
銀
一

O
匁
の
と
こ
ろ
に
改
め
の
し
る
し
が
あ
り
、
一
哀
に
銭
五

O
O文

日
下
部
村
は
田
安
家
領
で
駅
所
道
場
川
原
村
の
延
長
上
に
あ
り
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
草
加
部
会
所
（
飴
谷
普
七
）
か
ら

呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
で
、

海
交
易
手
形
の
名
で
発
行
さ
れ
た
も
の
に
は
、
額
商
銭
一
匁
・
五
分
・
一
一
一
分
・
一
分
の
四
種
類
が
あ
る
。
こ
の
札
は
匁
銀
札
と

「
銭
一
匁
L

と
い
う
の
は
銀
一
匁
に
相
当
す
る
銭
の
設
を
表
わ
し
て
お
り
、
匁
・
分
と
い
う
銀
の

単
位
を
も
っ
て
い
る
が
、
銭
札
と
し
て
通
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

上
小
名
目
村
も
田
安
家
領
で
あ
り
、
発
行
人
の
提
谷
亀
太
郎
は
有
馬
郡
の
田
安
家
領
一

O
カ
村
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
。
こ
の

米
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

札
の
引
諮
保
証
は
郷
中
と
な
っ
て
お
り
、
名
あ
て
人
の
山
口
屋
宇
兵
衛
・
一
一
一
木
屋
幸
助
の
札
牛
を
使
い
、
貢
租
米
を
大
坂
に
廼

回
尾
寺
村
は
、
岡
部
藩
（
埼
玉
県
大
窪
郡
阿
部
町
）
の
飛
び
地
領
で
、
発
行
人
の
問
中
震
一
郎
兵
衛
は
向
藩
領
の
有
馬
郡
六
カ
村
の

大
庄
屋
で
酒
造
業
も
常
ん
で
い
た
。
嘉
、
氷
七
年
の
私
札
は
、
藩
に
上
納
す
る
調
達
識
銀
一
五

O
賞
闘
が
｝
集
め
る
た
め
、
隣
接
す

る
旗
本
領
の
大
庄
屋
・
庄
屋
な
ど
を
名
宛
人
と
し
て
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
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結
場
村
は
旗
本
安
部
主
税
の
知
行
地
で
、
発
行
人
の
竹
郎
儀
右
衛
門
は
文
政
十
年
に
麻
田
藩
（
大
阪
府
張
中
市
）
札
役
所
の
引

請
人
と
な
っ
た
奈
良
で
あ
っ
た
。
ま
た
福
浪
与
左
衛
門
は
同
村
の
庄
農
を
勤
め
米
仲
買
や
山
口
紙
の
卸
問
屋
も
し
て
い
た
。

宅
原
村
に
は
、
御
室
御
用
所
宅
原
引
替
会
所
が
霞
か
れ
、
関
村
の
庄
屋
を
勤
め
た
馬
場
家
や
そ
の
分
家
島
屋
な
ど
が
引
請
人

と
な
っ
て
、
文
久
一

八
六
一
一
）
に
米
融
通
手
形
が
発
行
さ
れ
た
。

ま
た
士
口
尾
村
で
も
、
五
龍
貞
造
が
嵯
峨
御
役
所
大
坂
引
替
御
用
一
併
の
引
詩
人
と
な
り
、
安
政
六
年
に
諸
口
問
買
入
手
形
を
発
行

し
、
五
龍
平
鰯
店
（
五
龍
兵
仁
）
か
ら
は
文
久
一
一
一
年
に
銀
一
匁
札
が
出
さ
れ
て
い
る
。

本政と務政の改革第一節
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