
第
三
節

村
政
と
民
衆
運
動
の
展
開

訴
願
す
る
村
々

広
が
る
菜

種
訴
願

灘
日
の
絞
油
業
産
地
を
控
え
た
間
摂
農
村
で
は
、
そ
の
原
料
と
し
て
の
菜
種
や
綿
が
撚
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
販
売
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
宝
謄
・
明
和
年
間
こ
ろ
よ
り
、
農
民
た
ち
の
販
路
拡
張
を
求
め
る
動

き
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
「
明
和
の
仕
法
」
に
よ
っ
て
在
方
の
絞
り
油
産
仲
間
が
公
認
さ
れ
、
菜
種
購
入
に
つ
い
て

種
の
独
占

機
な
得
る
に
及
ん
で
、
そ
の
存
在
が
菜
種
作
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

文
化
二
年
（

入

O
五
）
七
月
五
日
菟
原
郡

八
カ
村
は
、
同
郡
の
水
車
絞
り
油
屋
た
ち
が
、
新
た
に
日
代
や
手
先
の
者
を
通

じ
て
菜
種
を
油
相
場
よ
り
も
下
値
に
買
い
取
る
よ
う
申
し
合
わ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
向
日
に
菟
原
・
武
庫
両
郡
名

義
で
出
さ
れ
た
別
の
訴
願
で
も
、
小
前
百
姓
が
わ
ず
か
二
J

の
菜
種
を
売
る
の
で
も
油
屋
以
外
だ
と
す
ぐ
違
法
と
し
て
公

儀
に
出
訴
さ
れ
る
の
で
悶
る
と
訴
え
て
い
る
。

こ
の
時
の
農
民
た
ち
の
要
求
は
っ
仕
入
銀
の
姿
に
て
銀
子
な
誠
述
し
た
い
L

と
い
う
も
の
で
、

い
い
か
え
れ
ば
菜
種
の
収
穫

以
前
に
前
貸
し
銀
の
形
で
菜
種
を
販
売
し
た
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
を
元
手
に
夏
作
（
表
作
）
の
肥
料
な
ど
の
手
当
て
が
で
き
る

ラ02近l世社会の！！），＇.谷第四本



と
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
が
農
民
た
ち
の
要
求
の
主
棋
で
あ
っ
た
。

荘
重
つ
口
数
人
ザ
コ
土
、
寸

O
Jヨノゴペ
ι
L
全め
P
J
1
L
u‘

近 l吐

ま
た
小
前
百
姓
の
わ
ず
か
一
一
、

求
と
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

同
様
の

役
人
が
活
か
っ
て
小
前
に
銀
子
を
調
達
し
た
い
と
い
う
二
部
村
々
の
要
求
も
、
前
貸
し
銀
に
よ
る
菜
種
版
売
の
容
認
と
い
う
喪

阪史書~］］［

は
、
究
政
九
jjk
卜
年
（
一
七
九
七
J
九
八
）
の
訴
願
で
も
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
明
和
七
年
（
一
七
七
O
）
の
摂
津
・

河
内
・
和
泉
三
闘
の
絞
油
業
に
関
す
る
仕
法
改
正
に
よ
っ
て
、
武
庫
・
菟
原
・
入
部
一
一
一
郡
の
菜
種
は
在
方
の
油
屋
へ
販
売
す
る

｝
と
が
定
め
ら
れ
、
出
産
は
従
来
の
よ
う
に
民
民
へ
前
貸
し
銀
を
与
え
る
な
ど
の
便
宜
な
通
じ
て
菜
種
を
権
保
す
る
必
要
が
な

!11 
;11 "'' ( 
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く
な
っ
た
こ
と
に
起
関
し
て
い
る
。
そ
の

態
が
よ
り
深
刻
化
し
た
た
め
に
、
こ
の
い
肢
の

訴
郎
、
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の

村政と民衆運動の！及I~詰第三ilf'i

同訴fJU係地略区！

要
求
は
認
め
ら
れ
ず
、
農
民
た
ち
は
翌
月
の

七
日
、
油
屋
た
ち
が
目
代
や
手
先
の
者
を
仲

買
い
と
し
て
菜
種
を
買
い
付
け
て
い
る
こ
と

を
止
め
さ
せ
る
点
に
絞
っ
て
、
改
め
て
出
願

！苅 27

し
て
い
る
。

」
の
出
願
で
は
菟
原
郡
一
八
村
と
武
庫
郡

五
六
村
が
迎
合
し
て
い
る
が
、

菟
原
部
の

八
村
は
芦
屋
村
・
打
出
村
か
ら
野
寄
村
に
い

ラ03



た
る
住
吉
川
以
来
の
村
々
で
、
支
配
関
係
で
み
れ
ば
、
尼
崎
藩
と
幕
府
代
官
所
と
い
う
支
配
違
い
の
村
々
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
緒
に
な
っ
て
訴
願
し
て
い
る
の
は
、
武
庫
郡
同
様
、
菜
種
作
農
民
と
し
て
の
利
害
関
係
の
共
通
性
の

強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
商
品
作
物
生
産
者
と
し
て
の
共
通
性
が
、
こ
の
あ
と
郡
を
越
え
、

一
？
一
一
一
カ
悶
規
模
に

ま
で
訴
願
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
文
化
ニ
年
八
月
二
十
五
日
、
摂
津
・
河
内
の
二
カ
国
五
六

八
カ
村
が
願
い
出
た
訴
願
は
、
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。

摂
河
村
々

の
訴
綴

文
化
二
年
の
八
月
十
日
こ
ろ
、
河
内
交
野
郡
村
々
の
聞
に
目
さ
れ
た
廻
状
で
は
「
菜
種
の
売
り
さ
ば
き
方
に
つ

き
百
姓

同
が
難
渋
し
て
い
る
の
で
、
摂
河
泉
一
一
一
カ
悶
が
出
願
す
る
予
定
だ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
ど

こ
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
広
い
範
閉
で
、

一
斉
に
農
毘
が
菜
種
訴
願
を
行
う
計
珂

の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
確
か
に
こ
の
月
、
摂
…
怖
の
村
・
べ
か
ら
の
訴
願
が
相
次
い
で
い
る
。
克
原
・
武
庫
ニ
郡
の
村
々
が
二
度
目
に
出
願
し
た

の
は
八
月
七
日
で
あ
る
が
、
そ
の
八
日
後
の
十
五
日
に
は
、
河
内
の
狭
山
藩
領
一
一
回
村
が
出
願
し
、
そ
の

O
日
後
の
ニ
十
五

日
に
は
県
津
の
川
辺
・
議
島
郡
八

河
内
で
は
山
形
藩
領
四
四
村
が
相
次
い
で
訴
願
し
、

五
六
八
カ
村
の
訴
臓
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
だ
け
の
規
模
に
広
が
っ
た
た
め
に
、
訴
願
の
内
容
も
、
菜
種
だ
け
で
な
く
伺
じ
油
の
原
料
で
あ
る
綿
実
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
両
方
と
も
に
「
諮
商
人
望
み
の
者
へ
勝
手
次
第
に
販
売
で
き
る
よ
う
に
し
と
拡
大
さ
れ
、
ま
た
あ
わ
せ
て
灯
油
を
在

方
の
油
屋
か
ら
直
接
購
入
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
要
求
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

油
購
入
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
の
訴
願
で
は
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
当
時
都
市
の
み
な
ら
ず
農
家
に
お
い
て
も
夜
間
の
灯
油
と

し
て
の
需
要
盟
国
間
く
、
在
方
の
絞
り
油
屋
を
通
じ
て
購
入
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
幕
府
は
江
戸
り
市
要
確
保
安
｝
優
先
す
る
政
策

ラ04近世社会の変谷第四本



を
一
貫
し
て
採
り
、
そ
の
た
め
に
原
料
で
あ
る
菜
種
の
販
路
に
も
統
制
を
加
え
、
油
も
覧
政
十
年
の
幕
府
令
で
は
、
在
方
の
絞

り
油
屋
か
ら
す
べ
て
大
坂
に
集
中
す
る
こ
と
が
指
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
農
民
は
や
む
な
く
、
大
坂
に
一
度
集
め
ら
れ
た
油
を
間

－
仲
買
い
を
通
じ
て
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
当
然
、
駄
賃
・
口
銭
が
掛
か
っ
て
高
値
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
菜

穏
や
綿
突
の
種
物
は
、
油
屋
仲
間
の
申
合
せ
に
よ
っ
て
買
い
た
た
か
れ
、
両
者
の
価
格
は
い
た
っ
て
不
釣
り
合
い
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
打
開
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
の
訴
願
の
趣
旨
で
あ
る
。
開
年
八
月
の
菟
原
・
武
庫
ニ
郡
の

訴
願
が
前
貸
し
銀
に
よ
る
販
売
を
求
め
て
い
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
時
の
要
求
の
主
限
は
大
き
く
ず
れ
て
い
る
が
、
訴
願

の
規
模
が
広
域
化
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
坂
町
奉
行
所
で
は
、
こ
の
時
の
訴
願
を
「
容
易
な
ら
ざ
る
義
に
つ
き
採
用
し
が
た
い
」
と
し
て
却
下
し
た
が
、
農
民
た
ち

は
こ
の
ま
ま
願
い
下
げ
て
し
ま
っ
て
は
、
油
産
た
ち
が
い
っ
そ
う
不
法
な
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
か
ら
と
、
強
月
の
出
八
月
十
七

村政と民衆運動の展開第三節

日
ま
で
の
日
延
べ
を
願
っ
て
い
る
。

菜種裁だf 〔•＼'f;JiliE:卦~－，）

と
こ
ろ
が
こ
の
防
の
悶
八
月
五
日
、
別
途
に
先
の
菟
原
・
武
庫

郡
七
回
カ
村
は
、
油
屋
が
新
規
に
日
代
、
な
使
っ
て
、
時
の
相
場
を
無

損
し
て
菜
種
を
良
い
付
け
さ
せ
て
い
る
た
め
、
菜
範
の
姉
格
が
低
落

し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
不
法
な
買
い
付
け
を
止
め
さ
せ
る

写真 124

ょ
う
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
願
い
も
間
八
月
十
九
日
ま
で
日
延
べ
さ

れ
て
い
る
が
、
二
皮
目
の
訴
願
で
は
目
代
・
手
先
と
唱
え
て
い
る
者

一
五
人
止
を
告
発
し
て
お
り
、
そ
の
か
い
あ
っ
て
か
十
月
に
は
灘
自
の

叶…近!fil史綴E50ラ



日
的
稼
ぎ
仲
間
か
ら
、
今
後
は
日
代
を
使
つ
て
の
菜
積
買
い
付
け
は
や
め
、
リ
出
産
が
直
接
買
う
よ
う
に
す
る
と
の
回
答
を
得
て
い

る
。
灘
間
の
水
車
絞
泊
地
帯
を
降
、
え
る
こ
の
地
域
だ
け
は
、
摂
河
二
国
中
で
も
要
求
が
際
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
商
肢
の
菟
原
・
武
庫
二
郡
村
々
だ
け
は
、
別
個
に
独
rH
の
進
肢
が
あ
っ
た
が
、
並
行
し
て
出
さ
れ
て
い
た

摂
河
ニ
国
五
六
八
カ
村
の
訴
願
は
日
延
べ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
の
う
ち
に
成
果
、
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

点
7hv
。
し
か
し
訴
願
か
ら
一
年
以
上
経
っ
た
文
化
一
一
一
年
十
二
月
、
油
方
年
行
司
が
解
散
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
後
年
農
民
た
ち
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
菜
種
・
綿
突
の
販
売
が
手
広
く
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
の
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
一
つ
の
成
果
が
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

2 

国
訴
の
展
開

交
政
六
年

の
綿
思
訴

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
一
七
年
後
の
文
政
六
年
（
一
八
二
一
二
）
、

摂
河
二
簡
の
村
々
の
大
半
を
巻
き
込
ん
で
、
二
つ

の
大
き
な
訴
願
運
動
が
行
わ
れ
た
。

一
つ
は
大
坂
の
一
一
一
所
住
民
綿
問
屋
に
対
し
、
出
火
綿
の
白
山
販
売
を
求
め
る
訴

訟
で
、
こ
れ
に
は

0
0七
カ
村
が
参
加
し
、

（一入
O
五
）
に
一
度
掲
げ
ら
れ
た
油
と
種
物
を
め
ぐ
る

い
ま
一
つ
は
文
化

訴
訟
で
、
こ
ち
ら
に
は
一
一

O
二
カ
村
が
名
を
述
ね
て
い
る
。
摂
津
の
ん
よ
村
数
が
九

O
一
、
河
内
が
五
六
て
あ
わ
せ
て
一
間

六
二
村
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
七

O
%前
後
が
参
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
市
域
村
々
の
名
も
、
そ
の
中
に
あ
る
。

こ
の
時
の
ご
つ
の
訴
願
は
同
年
四
月
半
ば
、
大
坂
近
接
の
今
宮
村
庄
屋
新
左
衛
門
ら
五
名
の
幕
府
領
組
合
村
惣
代
が
、
近
年

実
綿
の
値
段
が
低
落
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
対
応
を
協
議
し
た
い
と
し
て
、
大
坂
上
本
町
の
郷
宿
に
集
ま
る
よ
う
呼
び
か
け
た
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「
御
料
私
領
大
参
会
」
が
大
坂
で

l!t 

こ
と
に
始
ま
る
。
そ
し
て
四
月
十
七
日
摂
河
河
田
か
ら
五

O
人
ば
か
り
の
代
表
が
集
ま
り
、

に
」
取
り

近

催
さ
れ
た
。
こ
の
集
会
で
は
、
実
綿
価
格
低
滞
の
原
仰
向
は
大
坂
の
三
所
実
綿
問
屋
に
あ
る
と
し
て
、
問
震
が

し

歴史編Ill

計
ら
っ
て
い
る
証
拠
を
集
め
、
な
ん
と
か
突
綿
が
手
広
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
提
訴
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

か
し
、
村
に
よ
っ
て
は
綿
で
は
な
く
菜
種
を
作
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
村
々
で
は
、
近
年
治
麗
た
ち
が
申
し
合

わ
せ
て
菜
種
の
買
入
価
格
を
踏
み
下
げ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
合
わ
せ
て
訴
え
出
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
決
ま
っ
た
。

一
郡
も
し
く
は
向
じ
所
領
か
、
ぎ
り
で

こ
の
時
の
協
議
を
受
け
て
、
以
後
摂
津
・
河
内
の
各
地
で
訴
願
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、

抑
制
代
が
選
ば
れ
た
。
菟
原
郡
で
は
中
野
村
弥
惣
左
衛
門
・
熊
内
村
幸
左
衛
門
・
森
村
源
太
郎
の
三
人
が
、
村
ん
べ
か
ら
惣
代
に
依

の
で
、
百
姓
一
間
は
難
渋
し
て
い
る
。

相
似
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
村
々
か
ら
「
ぱ
柄
、
菜
種
・
綿
突
の
売
り
さ
ば
き
が
手
狭
と
な
り
、
ま
た
池
小
売
り
値
段
も
高
髄
な

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
訴
願
す
る
た
め
、
あ
な
た
が
た
を
郡
中
惣
代
と
し
て

村政と民衆連動の渓開第三節

頼
む
の
で
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
っ
て
ほ
し
い
」
と
の

札
を
入
れ
て

綿救 i者 c•新！悶~l＇完』）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
綿
訴
願
に
つ
い
て
は
翌
五
月
二
十
五
日

ま
ず
七
八
六
村
が
訴
訟
し
、
一
一
十
六
、
／
七
日
に
も

村
が
追
訴
、

合
計
一

O
O七
村
が
こ
の
訴
願
に
名
を
連
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
惣

代
の
数
は
↑
一
九
人
に
及
ん
で
い
る
。

写~~］.： 125 

訴
願
の
中
で
農
民
た
ち
は
、
摂
河
の
村
々
で
は
広
範
に
綿
作
を
行

ぃ
、
そ
の
淑
売
銀
で
一
一
一
分
の

石
代
銀
を
は
じ
め
と
す
る
年
京
銀
を

上
納
し
、
さ
ら
に
肥
料
代
ほ
か
の
諸
経
費
支
払
い
に
も
充
て
て
い
る

ラ07



と
の
状
況
を
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
は
綿
の
取
り
入
れ
後
、
各
地
の
商
人
が
笑
綿
を
買
い

付
け
に
農
家
ま
で
や
っ
て
き
て
そ
の
買
い
人
気
で
相
場
が
自
然
と
た
っ
て
い
た
が
、
近
年
大
坂
一
一
一
所
実
綿
問
屋
が
申
し
合
わ
せ

て
新
法
を
立
て
、
突
綿
を
他
国
へ

っ
た
り
、
船
積
み
し
た
り
す
る
の
は
突
綿
問
屋
以
外
に
は
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
佼

し
た
者
に
は
詫
び
証
文
と
と
も
に
法
外
な
口
銭
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
在
方
の
商
人
た
ち
は
か
れ
ら
の
手
先
同
様
に
な

り
、
他
閣
の
商
人
も
そ
れ
な
嫌
っ
て
買
い
付
け
に
来
な
い
。
そ
の
た
め
綿
の
値
段
も
、
か
れ
ら
の
思
う
よ
う
に
踏
み
下
げ
ら
れ

て
い
る
。
綿
は
年
貢
上
納
の
う
え
で
第
一
の
引
き
当
て
作
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
年
貢
の
上
納
に
も
影
響
す
る
。
こ

れ
ま
で
通
り
い
ず
れ
へ
も
自
由
に
売
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
L

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
油
・
種
物
訴
願
惣
代
の
一
人
と
し
て
大
坂
に
出
て
い
た
白
川
村
庄
屋
佐
掠
治
の
手
控
え
に
よ
る
と
、
当
初
奉
行
所

に
差
し
出
し
た
訴
状
に
は
、
一
一
一
所
突
綿
問
屋
の
取
り
放
ち
（
解
散
）
を
要
求
す
る
文
言
が
入
っ
て
い
た
の
を
、
係
り
投
入
寺
閲
弥

五
兵
衛
の
指
示
に
よ
っ
て
削
除
し
た
も
の
に
引
き
替
え
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
こ
れ
も
寺
岡
の
指
示
に
従
っ
て
、
天
王
寺

－
勝
間
・
今
宮
辺
り
で
こ
れ
ま
で
一
一
一
所
問
屋
に
取
ら
れ
た
詫
び
状
を
五
通
ば
か
り
添
え
て
、
二
十
七
日
提
出
し
て
い
る
。
天
王

寺
村
平
野
屋
新
兵
衛
が
、
摂
津
勝
間
村
で
買
い
受
け
た
実
綿
六
七
本
を
、
直
接
兵
障
の
油
慶
太
助
方
に
売
り
さ
ば
い
た
と
し
て
、

問
屋
か
ら
謝
罪
と
口
銭
を
要
求
さ
れ
た

札
は
、
そ
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
油
・
穏
物
の
訴
願
の
方
は
、
翌
二
十
六
日
に
河
内
一
一
一
日
市
村
五
兵
衛
の
作
成
し
た
案
文
が
、
大
坂
に
集
ま
っ
た
惣
代

に
示
さ
れ
、
実
際
に
出
訴
し
た
の
は
六
月
十
一
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
大
坂
の
惣
代
た
ち
か
ら
「
油
の
問
題
は
棋
津
・
河

内
・
和
泉
一
一
一
カ
国
同
様
な
の
で
、

一
緒
に
訴
師
、
に
加
わ
る
よ
う
に
L

と
の
打
診
が
和
泉
の
村
々
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

惣
代
た
ち
は
綿
問
題
よ
り
も
広
範
な
連
合
を
組
織
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ラ08近ill：社会の変谷第四万：



こ
の
よ
う
に
し
て
こ
つ
の
訴
願
は
連
携
し
な
が
ら
も
、
別
個
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。
綿
訴
願
は
六
月
二
十
八
日

に
一
一
一
所
実
綿
問
屋
が
奉
行
所
に
召
喚
さ
れ
て
、
大
坂
の
川
内
を
藤
接
船
積
み
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
以
外
出
来
な
い
が
、
十
化
方

で
百
姓
が

J
限
売
り
直
船
積
み
」
す
る
こ
と
は
何
ら
支
障
が
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。
安
、
氷
元
年
（

七
七
二
）
に
株
仲
間
と
し

て
公
認
さ
れ
た
時
、
被
ら
に
保
証
さ
れ
た
独
占
権
は
大
坂
市
中
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
答
弁
は
そ
の
原
点
に
一
反
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
来
徐
々
に
そ
の
市
場
留
を
拡
大
し
、
摂
津
・
河
内
の
村
々
に
お
け
る
実
綿
の
独
占
的
購
入
閣
を
作

り
つ
つ
あ
っ
た
関
屋
側
と
し
て
は
大
幅
な
譲
歩
に
な
る
だ
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば
農
民
側
の
主
張
が
通
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
綿
訴
願
は
急
速
に
終
息
に
向
か
い
、
七
月
六
日
農
民
側

に
対
し
奉
行
所
は
、
一
一
一
所
実
綿
開
麗
以
外
に
も
手
広
く
売
買
し
て
よ
い
と
の
回
答
を
一
部
し
、
済
戸
証
文
を
出
す
よ
う
に
指
示
し

た
が
、
惣
代
た
ち
は
臼
延
べ
を
願
っ
て
相
談
し
、
二
十
三
日
に
は
訴
状
を
取
り
下
げ
て
い
る
。

村政と民衆運動のiE:¥関第三節

こ
う
し
て
綿
訴
願
は
、
農
民
の
大
連
合
の
前
に
三
所
実
綿
問
屋

綿繰り｛＇p業
C'*fll翻~J'i),)

仲
間
が
譲
歩
す
る
形
で
終
結
な
み
た
が
、
こ
の
時
農
民
た
ち
は
、

今
後
間
様
な
事
態
が
生
じ
、
実
綿
の
売
買
に
支
障
が
生
じ
る
よ
う

な
事
態
が
起
こ
れ
ば
、

す
ぐ
に
天
王
寺
・
今
宮
・
勝
間
の
一
一
一
村

写真 126

（
い
ず
れ
も
大
阪
市
）
に
通
報
す
る
よ
う
に
と
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
在
方
の
綿
商
人
た
ち
か
ら
も
、
今
後
は
ど
の
村
に
も
自
由

に
買
い
付
け
に
入
り
、
決
し
て
貿
い
場
所
在
限
定
し
た
り
、
値
段

会
｝
申
し
合
わ
せ
る
な
ど
の
不
正
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
証
文
を

f止近E霊.！！：.締盟509 



取
る
ほ
ど
の
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。

交
政
七
年
の

菜
種
国
訴

油
と
積
物
を
め
ぐ
る
訴
願
の
方
は
、
こ
の
よ
う
に
版
制
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
文
政
六
年
六
月
十
三
日
に
一

一
一
七
人
村
と
い
う
史
料
も
あ
る
）
、

ハ
一
一
一
人
の
惣
代
の
名
で
出
さ
れ
た
訴
状
は
、

0
0ニ
カ
村
（
一
一

O
七
村
、

川
油
は
大
坂
池
問
屋
仲
買
い
を
経
て
買
う
の
で
は
な
く
、
直
接
最
寄
り
の
在
方
油
屋
か
ら
時
の
抑
制
場
を
も
っ
て
買
い
た
い
、

例
種
物
の
販
売
は
せ
っ
か
く
手
広
く
な
っ
て
い
た
の
に
、
ま
た
年
行
問
同
様
の
も
の
が
で
き
て
値
段
を
不
当
に
踏
み
下
げ
て
い

る
、
同
こ
の
よ
う
に
菜
種
の
値
段
が
低
け
れ
ば
、
肥
料
の
手
当
て
も
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
の
で
、
子
鰯
屋
な
ど
に
質
入
れ
で

き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
｝
こ
の
内
容
で
あ
っ
た
が
、
文
面
に
不
行
き
届
き
が
あ
る
と
し
て
い
っ
た
ん
願
い
下
げ
、
十
八
日
再

度
願
い
出
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
大
坂
町
奉
行
所
は
、
認
め
ら
れ
る
点
も
あ
る
が
、
泊
は
摂
津
・
河
内
・
和
泉
一
二
カ
国
同
様
で
あ
る
か
ら
、
和
泉

の
村
々
が
願
い
出
な
け
れ
ば
採
用
で
き
な
い
と
答
え
、
七
月
五
日
ま
で
日
延
べ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
惣
代
た
ち
は
、
和
泉

の
村
々
に
参
加
を
呼
び
掛
け
、
さ
ら
に
播
磨
か
ら
も
参
加
し
た
い
と
の
意
向
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
結
局
実
現
ぜ
ず
、
翌
七

年
間
月
十
三
日
、
和
泉
の
三
一
一

O
村
を
含
め
て
一
一
一
一

O
七
村
（

開
問
ム
ハ

O
村
と
い
う
の
も
あ
る
）
が
出
訴
し
た
。
一
一
一
度
目
の
訴
願
で

あ
る
。こ

こ
で
農
民
は
従
来
通
り
在
方
油
屋
か
ら
の
油
直
接
購
入
を
求
め
な
が
ら
、
種
物
に
つ
い
て
は
先
の
主
張
と
変
わ
っ
て
種
物

価
格
が
引
き
合
う
よ
う
な
社
訟
の
設
立
を
求
め
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
注
日
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
恕
山
が
極
め
て

詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
種
物
問
屋
が
「
御
用
L

の
名
の
下
に
大
坂
周
辺
の
村
役
人
宅
に
押
し
入
り
帳

絡
を
奪
っ
た
こ
と
、
ふ
ー
の
菜
種
値
段
で
は
栽
取
に
要
す
る
費
用
（
人
夫
代
ま
で
含
め
て
）
を
賄
え
な
い
、
大
坂
の
油
屋
で
同
じ
に
買

ラTO2高沼主詳 ；近i仕社会の変容
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En？と
l
b
h日
記
又
こ

手
i

H

v

J

『

4
4主
t

い
ぶ
ん
開
き
が
あ
り
公
正
な
売
買
と
は
い
え
な
い
、
油
仲
間
が
公
認
さ
れ
て
か
ら
一

4

一
カ
国
で
お
よ
そ
ニ

%
も
人
口
が
減
り
耕
地
が
荒
れ
菜
種
の
作
付
け
も
減
っ
て
い
る
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
明
和
年
間
以
来
五

O
年
聞
の
家
数

・
人
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
惣
代
が
村
々
に
対
し
実
際
に
調
査
、
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
、
七
年
春
の
訴
願
は
こ

の
よ
う
な
調
交
を
踏
ま
え
用
意
周
到
に
行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
か
い
あ
っ
て
か
こ
の

E

皮
の
訴
状
は
受
理
さ
れ
、
惣
代
は
奉
行
一
所
か
ら
、
審
議
の
う
え
追
っ
て
沙
汰
す
る
と
の
回
容
を
得

て
い
る
。
そ
の
問
符
が
あ
っ
た
の
は
伺
年
十
二
月
二
十

一
郷
の
油
屋
仲
間
を
糾
明
し
、
速
答
需
を
出
さ

日
の
こ
と
で
、
大
坂

せ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
農
民
側
の
返
容
を
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た

3

農
民
側
は
翌
八
年
一
月
十
二
日
に
返
答
書
を
提
出

／拘司寺、、

L
ふ

T
v刀

問
日
奉
行
一
併
で
申
し
渡
さ
れ
た
判
定
は
勺
小
売
り
油
会
｝
在
方
絞
り
油
監
か
ら
陵
接
購
入
さ
せ
る
の
は
御
定
法
に

背
く
の
で
認
め
ら
れ
な
い
い
と
い
う
、
ま
っ
た
く
農
民
の
期
待
に
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
っ

や
む
な
く
農
民
た
ち
は
、
菜
種

山
似
段
引
き
立
て
要
求
は
引
き
続
き
訴
願
す
る
と
の
決
心
を
矧
め
、
油
に
つ
い
て
は
訴
状
を
取
り
下
げ
て
い
る
。
六
年
六
月
の
出

村政と民衆運動の展開

願
か
ら
数
え
て
、

一
年
九
カ
月
が
経
過
し
て
い
た
。
道
の
り
は
ま
っ
た
く
速
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
で
に
訴
願

の
広
が
り
は
摂
津
・
河
内
か
ら
和
泉
、
そ
し
て
今
問
は
参
加
に
い
た
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
播
擦
に
ま
で
広
が
ろ
う
と
し
て

お
り
、
種
物
や
油
の
問
題
は
っ
数
万
の
百
姓
露
命
、
相
続
の
も
と
い
…
と
い
う
地
域
意
識
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
。

文
政
八
年
一
一
一
月
に
訴
願
を
取
り
下
げ
た
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
農
民
た
ち
の
う
ち
、
開
摂
の
武
庫
・
菟
原

交
政
十
年
商
摂

三
都
の
訴
綴

・
八
部
一
一
一
郡
村
々
で
は
、
二
年
後
の
十
年
間
六
月
、
円
十
く
も
菜
種
販
売
に
つ
い
て
の
出
願
を
再
開
し
た
。

第三節

出
願
は
二
度
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ま
ず
間
六
月
十
八
日
付
け
の
菟
原
郡
二
一
一
一
村
、
武
庫
郡
四

O
村
の
訴
状
で
は
、
最
近
ま
た
水

事
油
稼
ぎ
人
の
名
代
だ
と
し
て
、
仲
買
の
印
鑑
を
持
た
な
い
者
に
は
菜
穂
を
貿
わ
せ
な
い
な
ど
と
不
当
な
こ
と
を
い
っ
て
、
菜

i止近際交縦!ITラZI 



1¥ 

ぎ

／ 

4

神
州
以
－

z
t
z急
火
斡
箆
waaEtF珍
ιゅ管

R
J
V
a
評
議
京
、
事

4

敏
夫
都
議
事
系
俳
宮
λ
事
ヘ
認
バ
吋
タ
ヰ

ド
年
停
車
M
A
1
4吊冊一級主
H
A
や
h
m
S＆
h
A
1
H伎

ふ
え
ぶ
ゆ
え
崎
官
会
品
問
ム
4
4品
川

？

脇

今

、

幻

付
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主
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長
主
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主
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明
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遜
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官
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為

V4Lふ
兵
約
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d

主
治
4
申告
w

h
i
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？
五
百
五
治

種
を
買
い
占
め
る
者
が
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
仲
買
に
よ
る
独
占
は
、
文
化
二

年
の
訴
願
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
や
め
さ
ぜ
、
こ
れ
ま
で
通
り
農

民
と
油
稼
ぎ
人
の
降
接
売
買
を
認
め
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
八

菜種訴 E現状（部分）

部
郡
も
加
わ
っ
た
八
月
二
十
一
日
付
け
の
訴
状
で
は
、
相
手
を
住
吉
村
の
水

事
請
負
人
吉
田
監
吉
右
衛
門
な
ら
び
に
名
代
の
者
と
特
定
し
た
う
え
で
、
同

様
の
内
容
を
訴
え
て
い
る
。
農
民
の
主
張
は
、
文
化
一
一
年
の
時
と
ま
っ
た
く

同
様
で
、
水
車
絞
油
業
を
控
え
る
こ
の
地
域
で
は
、
イ
ヂ
を
変
え
品
を
変
え
莱

種
の
独
点
的
資
い
付
け
を
企
て
る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ

る。
と
こ
ろ
で
こ
の
訴
顕
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
経
緯
が
わ
か
る
。
山
山
訴
に
先

立
ち
六
月
二
十
八
日
、

武
庫
・
菟
原
郡
の
惣
代
間
名
（
中
野
村
弥
三
左
衛
門
、

総
村
次
左
衛
門
、
段
上
村
五
郎
左
衛
門
、
西
大
島
村
弥
市
兵
徹
）
は
、
吉
田
屋
が
仲

す
る
住
吉
村
の
村
役
人
に
引
き
合
い
（
一
一
小
談
）
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
住
吉
村
役
人
は
、
吉
田
屋
の
手
元
調
査
を
し

員
人
を
決
め
て
二
乎
に
菜
種
を
買
い
付
け
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
彼
の
属

た
よ
う
で
、
こ
こ
に
出
訴
の
準
備
が
な
さ
れ
る
ο

て
、
間
六
月
十
六
日
、
示
談
に
備
え
た
返
事
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
強
代
た
ち
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ

そ
し
て
間
六
月
十
間
臼
、
一
一
郡
惣
代
か
ら
、
熊
内
・
花
熊
・
坂
本
・
板
宿
・
向
川
五
村
の
庄
屋
に
対
し
急
廻
状
が
閉
さ
れ
た
。
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そ
れ
は
、
油
屋
仲
間
、
が
名
代
を
置
い
て
菜
種
の

手
間
災
い
付
け
を
企
て
て
い
る
の
を
や
め
さ
せ
る
べ
く
十
八
日
出
訴
す
る
予
定

で
あ
る
。

つ
い
て
は
各
組
合
村
の
意
向
を
、
十
六
日
ま
で
に
大
坂
島
町
大
和
屋
新
兵
衛
方
に
持
っ
て
来
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
た
灘
組
の
村
々

（
北
野
・
中
宮
・
花
熊
・
坂
本
・
荒

m
－
奥
平
野
・
石
井
・
夢
野
・
向
一
川
原
・
白
川
の
一

O
村

よ
り
成
る
）
で
は
、
奥
平
野
村
が
十
七
日
早
朝
惣
代
と
し
て
出
坂
し
、

帰
村
後
の
六
月
十
九
日
、

花
熊
村
か
ら
各
村
々
に
菜
種

の
件
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
の
で
、
二
十
日
相
生
町
の
茶
崖
次
兵
衛
方
に
集
ま
る
よ
う
触
れ
て
い
る
。
協
議
の
結
果
、
灘
組
で

は
出
訴
に
加
わ
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
役
を
奥
平
野
村
に
依
頼
し
て
い
る
。

そ
の
後

日
、
惣
代
か
ら
参
加
の
旨
承
知
し
た
が
、
い
ま
少
し
不
行
き
届
き
の
点
が
あ
り
、
出
訴
は
二
十
七
日
に
延
び

た
の
で
、
そ
の
時
ま
で
に
出
坂
し
て
ほ
し
い
、
ま
た
願
書
を
閉
す
の
で
ご
覧
の
上
調
印
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
の
書
状
が
花
熊

村
に
届
け
ら
れ
、
問
村
か
ら
さ
ら
に
組
内
各
村
に
そ
の
出
向
が
倍
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
灘
組
村
々
で
は
願
書
に
調

印
し
、
二
十
八
日
そ
れ
が
花
熊
村
か
ら
惣
代
中
野
村
弥
一
一
一
左
衛
門
の
も
と
に
屈
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
「
灘
組
と
し
て
は
あ

村政と民衆運動の展開

な
た
に
頼
む
の
で
よ
ろ
し
く
」
と
の
一
文
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
み
る
と
悶
六
月
十
八
日
に
ま
ず
武
庫
・
菟
原
郡
だ
け
で
愁
訴
し
、
並
行
し
て
八
部
郡
へ
も
参
加
の
働

き
か
け
が
あ
っ
た
が
、
八
部
郡
の
準
備
が
整
っ
た
の
は
二
十
八
日
以
後
と
み
ら
れ
る
の
で
、
間
六
月
付
け
三
郡
名
の
訴
状
は
実

際
に
は
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
「
案
文
下
書
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
一
一
郡
村
々
が
実
際
に
大
坂
町
奉
行
に
出
訴
し
た
の

は
、
一
一
カ
月
後
の
八
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
。

ヤ
門

μkm 
一一一第

こ
の
間
ど
う
し
て
こ
れ
だ
け
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
惣
代
た
ち
は
一
度
出
訴
し
た
の
ち
、
日
延
べ

を
願
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
誼
接
育
問
屋
と
示
談
し
、
士
口
問
屋
の
方
か
ら
鑑
札
は
引
き
上
げ
る
と
の
返
事
を
得
て
、
山
科

近也：歴史講話温うr3



民
側
に
は
当
年
中
は
見
合
わ
せ
よ
う
か
と
の
意
見
も
出
て
い
た
。

し
か
し
日
延
べ
が
長
引
い
て
は
、
山
手
保
年
間
の
例
の
よ
う
に

取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
で
、

八
月
十
一

日
急
謹
西
宮
に
惣
代
が
参
会
し
、
十
八
日
に
出
訴
と
決
め
、
二
日

前
の
十
六
日
、
大
坂
に
武
庫
・
菟
原
は
ニ
人
、

入
部
は
一
人
の
計
五
人
の
惣
代
が
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
最
終
的
に
出
願
し
た
の
は
八
月
一
一
十
五
日
の
こ
と
で
、
武
庫
近
一
、
菟
原
二
一
一
、

入
部
一

O
の
合
わ
せ
て
八
一
二
村
が
名
を
連

ね
て
い
る
。
訴
状
の
日
付
は
八
月
二
十

日
で
、
文
聞
は
間
六
月
の
草
案
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
時
、
奉
行
所
か
ら
不
正
の
買
い
方
に
つ
い
て
問
い
た
だ
さ
れ
た
惣
代
側
は
、
翌
二
十
六
日
、
油
稼
ぎ
請
負
人
の
鑑
札
を

持
ち
、
名
代
と
称
し
て
菜
種
を
買
い
集
め
て
い
る
西
宮
綿
建
吉
三
郎
ほ
か

七
名
を
、
列
記
し
て
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受

け
て
育
問
屋
が
次
に
尋
問
さ
れ
、
彼
は
こ
の
度
の
名
代
は
、
文
化
年
間
の
目
代
と
問
じ
で
は
な
い
が
、
郡
中
村
々
が
支
障
を
訴

え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
熟
談
す
る
と
答
え
た
。
そ
の
結
果
泰
行
所
か
ら
示
談
が
勧
め
ら
れ
、
村
々

で
も
協
議
の
う
え
、
九
月
十
九
日
惣
代
た
ち
は
願
書
を
取
り
下
げ
て
い
る
。

し
か
し
農
民
た
ち
は
そ
の
際
、
示
談
に
は
応
じ
る

が
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
訴
え
出
る
と
い
う
条
件
を
強
調
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

訴
駿
の
経

資
と
負
担

こ
の
よ
う
に
訴
願
が
一
段
落
し
た
村
々
で
は
、
そ
の
あ
と
訴
願
運
動
に
要
し
た
経
費
を
精
算
し
、
村
々
で
負
担

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
訴
と
呼
ば
れ
る
合
法
的
な
訴
願
運
動
の
特
質
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の

で
、
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。

文
政
十
年
の
菜
種
訴
願
の
場
合
は
十
月
ニ
日
、
雨
宮
に
一
一
一
郡
惣
代
が
集
ま
っ
て
、
諸
経
費
の
精
算
が
行
わ
れ
た
。
集
計
す
れ

ば
表
川
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
訴
願
の
経
費
の
過
半
は
、
大
坂
・
西
宮
な
ど
で
の
参
会
に
要
し
た
費
用
で
あ
る
。
大

坂
で
は
町
泰
行
所
へ
の
出
訴
の
た
め
に
会
合
し
、
西
宮
で
は
出
訴
を
準
備
す
る
過
程
で
一
一
一
郡
の
惣
代
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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大
新
な
ど
は
そ
の
時
の
会
場
で
、
た
ぶ
ん
郷
’
稲
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
小
橋
麗
は
役
所
の
用
達
で
あ
る
が
、
訴
頼
、
を
進

め
る
う
え
で
の
謝
礼
で
あ
ろ
う
。
ま
た
筆
耕
料
が
支
払
わ
れ

て
お
り
、
願
書
は
清
書
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

後
述
の
よ
う
に
会
合
に
は
溜
も
出
さ
れ
て
お
り
、

一
撲
の
ご

と
く
水
盃
を
飲
み
交
わ
す
と
い
っ
た
雰
開
気
が
う
か
が
え
な

い
の
も
お
も
し
ろ
い
。

さ
て
こ
の
経
費
を

で
は
七
O
%
を
村
高
割
り
、

%
を
村
割
り
に
し
て
、
一
一
一
部
に
掛
り
掛
け
て
い
る
（
表
別
）
。

武
庫
郡
の
場
合
で
は
こ
の
時
の
訴
願
に
五
一
一
一
村
が
参
加
し
、 ま

た

村政と民衆遂動の展開

そ
の
村
高
合
計
が

万
七
千
石
（
実
数
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
高
負
担
分
が

合
わ
せ
た
一
一
一
一
一
六
匁
六
分
が
同
郡
の
負
担
と
な
る
。

文政10年（1827）菜種訴阪の絞殺表 119 

金

大坂参会経費（いて主主・八木屋）

i可 （大新）

立§＇§参会経費（丹波屋五兵下 l/J)

参会経~I( （危重）

347.41 
(68. 6%) 

小橋屋礼金

間三F代衆土産

八郎兵衛諸取り替え

筆耕料（喜作）

問人鮪い代

506. 51 
(100%) 

在「l

匁
48. 1 

111. 34 

96.47 

91. 5 

32.4 

8. 1 

26.2 

32.4 

60.0 

計）（小

計Z』
1=1 

日3うf

一
匁
二
分
、
村
負
担
分
が
九
五
匁
四
分
と
な
り
、

に
こ
の
上
に
惣
代
の
出
張
に
伴
う
経
費
（
鮪
い
代
と
酒
代
）
の
割
賦
分
一
八
一
匁
四
分
一
一
一
服
と
、
今
回
の
精
算
費
用

し
か
し
こ
れ
が
経
費
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

入
部
郡
灘
組
一
O
カ
村
の
場
合
は
負
担
額
四
四
匁
一
一
分
一
一
腰
で
あ
る
が
、
さ
ら

麗
が
加
わ
り
、
そ
の
合
計

七
匁
九
分
七
箆
が
全
負
担
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
惣
代
は
二
十
五
日
ま
で
に
支
払
う

ょ
う
求
め
て
い
る
が
、
あ
わ
せ
て
「
高
低
な
く
割
り
掛
け
た
」
と
述
べ
て
公
平
な
負
担
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
経
費

第三節

を
村
割
り
と
高
割
り
に
す
る
の
は
、
村
の
大
き
さ
に
大
小
が
あ
り
村
尚
も
不
均
等
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て

役近歴史講話狐

資料：神戸大学所絞:Y:m
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表 120 文政10年訴願経費の 3郡割賦方法

｜ ｜高掛り AI l村掛り Bl
名｜ 高 1100石につi村数 I1村につ｜

I iき1.36匁 ［｜き 1.8匁｜

｜お｜匁 I I 匁 i
ll1I I 11, ooo I 231.2 I 53 I 95. 4 I 

原 I7, 230 I 98.33 I 22 I 39.6 I 

部 I1, 928 I 26. 22 I 10 I 18. o I 

126, 1581 355. 751 851 153.0 I 
資料：；神戸大学所蔵文勢

A+B 

匁
326.6 

137.93 

君日

武

菟

44.22 ／＼ 

508. 75 合計

の
】
調
整
方
法
だ
と
い
え
る
が
、
経
費
の
割
り
掛
け
に
関
し
て
は
随
分
と
配
慮
さ
れ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
三
部
全
体
の
負
担
と
し
て
惣
代
か
ら
支
払
い
を
求
め
ら
れ
た
も
の
を
、
各
都

で
は
村
々
に
割
り
掛
け
る
の
だ
が
、
そ
の
際
各
郡
で
の
参
会
や
諸
迎
絡
に
要
し
た
経
費

が
さ
ら
に
追
加
さ
れ
る
。
灘
組
－
V
－
例
に
と
る
と
一
一
一
郡
か
ら
の
負
担
額
は
、
こ
れ
ま
で
立

て
替
え
て
も
ら
っ
た
利
子
分
も
含
め
て
ニ
九
八
匁
九
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
六
月
二
十

一
一
一
日
ほ
か
線
内
で
の
会
合
費
や
連
絡
費
に
延
べ
一
一
一
一

O
匁
九
分
を
要
し
、
そ
れ
を
合
わ

せ
る
と
四
一
一
九
匁
八
分
と
な
る
。
こ
れ
が
六
月
か
ら
十
月
ま
で
の
訴
願
運
動
に
要
し
た

灘
組
の
総
負
担
額
で
あ
る
。
こ
れ
を
組
の
村
高
一
九
三
五
石
余
に
割
る
と
、

一O
O石

当
た
り
ニ
一
一
匁
二
分
一
一
腹
と
な
る
。
決
し
て
少
な
く
な
い
金
額
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
割

賦
帳
と
北
ハ
に
、
そ
の
支
払
い
を
十
一
月
五
日
ま
で
に
求
め
た
花
熊
村
佳
監
は
、
書
状
の

中
で
「
諾
費
用
が
結
み
は
な
は
だ
気
の
毒
」
と
述
べ
て
い
る
。

3 

訴
願
と
地
域
社
会

髪
結
と
非
人
番

を
め
ぐ
る
訴
願

と
こ
ろ
で
農
民
の
訴
願
運
動
は
こ
の
よ
う
に
、
綿
や
菜
種
の
商
品
作
物
を
め
ぐ
っ
て
何
度
も
起
こ
さ
れ
た

が
、
こ
の
時
期
、
農
民
た
ち
が
村
を
挙
げ
て
打
開
を
求
め
た
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
か
っ
た
。
た
と
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え
ば
河
内
古
市
郡
（
羽
曳
野
市
）
で
は
、

ち
ょ
う
ど
綿
訴
願
が
終
わ
り
翌
年
に
菜
種
訴
願
を
控
え
た
時
期
の
文
政
六
年
（
一
八
一

一
一
一
）
十
一
月
、

髪
結
・
奉
公
人
・
柚
株
な
ど
に
つ
い
て
も
相
談
し
た
い
の
で
集
ま
る
よ
う
に
と
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は

商
摂
の
村
々
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

一
見
農
業
生
産
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
髪
結
な
ど
に
つ
い
て
、
村
々
は
ど
の
よ
う
な
問
題

を
抱
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
政
八
年
八
月
、
菟
原
郡
の
幕
府
領
二
四
カ
村
は
、
大
坂
市
中
の
髪
結
床
仲
間
が
、
村
々
に
い
る
髪
結
た
ち
を
新
た
に
仲
間

に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
出
訴
し
て
い
る
。
髪
結
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
髪
を
結
い
、
月
代
を
剃
る
今
日
の
美
容
・
理

容
の
原
型
に
あ
た
る
職
業
で
、

の
「
浮
世
床
」
が
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
都
会
の
専
業
的
な
髪
結
職
が
描
か
れ
て

き
か
や
失
q

い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
農
村
の
髪
結
は
村
々
で
抱
え
ら
れ
、
村
人
の
月
代
も
剃
る
が
、
主
に
は
歩
行
役
（
あ
る
き
）
と
呼
ば

れ
る
村
の
連
絡
係
な
ど
の
諸
雑
用
を
勤
め
、
年
に
一
一
間
給
料
と
し
て
米
安
の
給
付
を
受
け
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。

そ
れ
が
こ
の
度
髪
結
仲
間
に
加
入
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
知
ら
ず
に
加
入
し
た
者
も
出
て
い
る
が
、
加
入
す
れ
ば
月
々
銀

村政と弐衆運動の段告書

六
匁
の
役
銀
が
掛
か
っ
て
く
る
。
髪
結
で
は
そ
れ
が
払
え
な
い
か
ら
、
結
局
村
々
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
村
の
負
担
が

増
す
こ
と
に
な
る
。
関
難
な
折
だ
か
ら
や
め
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
訴
願
の
趣
旨
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
大
坂
町
奉
行
所
は
訴
え
を
即
刻
受
理
し
、
普
か
ら
村
方
に
髪
結
は
い
な
い
、
髪
結
は
大
坂
一
ニ
郷
一
一

O
O軒
に
眼

る
も
の
な
の
で
、
仲
隠
か
ら
の
加
入
引
き
合
い
は
筋
違
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
農
民
は
、
す
ぐ
に
願
い
を
引

き
下
げ
た
。
実
際
こ
の
頃
に
は
各
地
の
農
村
に
も
髪
結
職
は
お
り
、
専
業
的
な
者
も
発
生
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
東
町
奉

第三節

行
所
は
農
村
に
そ
の
よ
う
な
部
会
的
職
種
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
的
判
断
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
農
民
の
願
窓
は
容
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

カ
月
後
の
十
一
月
二
十
六
日
、
西
町
奉
行
所
に
大
波
髪
結
仲
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問
問
加
入
の
調
印
な
し
た
村
と
髪
結
が
呼
び
出
さ
れ
、
奉
行
所
は
そ
れ
を
認
め
る
意
向
な

写真 128 髪結
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示
し
た
。
奉
行
所
が
東
か
ら
問
に
そ
の
担
当
が
替
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
態
度
も
一
変

し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
二
十
七
日
に
は
不
調
印
の
村
々
が
召
喚
さ
れ
、
こ
の
件
に
つ
い

て
尋
問
を
受
け
た
。
村
々
は
困
難
で
あ
る
と
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
が
、
奉
行
所
は
、

そ
れ
で
は
村
方
の
髪
結
が
自
宅
で
営
業
す
る
の
は
床
同
様
と
な
る
の
で
止
め
、
家
々
を

閉
っ
て
髪
、
な
結
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
原
則
で
は
な
く
、
実
態
に
則
し
て
農
村
の
髪

結
を
規
制
し
よ
う
と
い
う
態
度
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
宅
に
床
を
構
え

農
民
や
旅
人
を
相
手
に
し
て
い
る
者
は
仲
間
に
加
入
し
、
農
民
相
手
に
髪
月
代
を
剃
つ

て
い
る
者
は
勝
手
次
第
と
、
髪
結
職
が

分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
困
っ
た
の
は
農
民
た
ち
の
方
で
、
辻
六
郎
左
衛
門
代
官

一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

所
の
二
八
村
（
武
庫
七
・
菟
際
二
二
は
、
従
来
通
り
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
今
度
は
代
官
役
所
に
訴
え
出
て
い
る
。
十
二
月
十

そ
の
後
翠
九
年
一
一
月
に
は
、
一
訴
願
の
村
数
は
同
支
配
下
の
七

に
拡
大
し
、
河
内
の
村
々
も
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の

願
書
に
よ
る
と
、
大
坂
一
一
一
郷
の
髪
結
床
仲
間
が
、
摂
津
・
河
内
の
在
方
髪
結
た
ち
を
傘
下
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
彼

ら
が
負
担
す
る
市
中
の
牢
番
屋
敷
人
足
や
仲
間
の
経
費
が
地
加
し
た
の
で
、

そ
の
分
な
在
方
の
髪
結
に
掛
け
よ
う
と
い
う
狙
い

が
あ
る
か
ら
で
、
加
入
す
る
と
髪
結
一
人
に
一
年
三
六
匁
の
加
入
銀
を
村
が
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
ば
か
り
か
市
中

の
床
仲
間
か
ら
十
手
・
取
り
組
な
ど
を
受
け
、
威
張
る
者
が
い
て
村
の
秩
序
に
も
か
か
わ
る
、
だ
か
ら
床
を
構
え
て
い
る
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
通
り
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
勢
は
加
入
に
何
聞
き
、
十
年
六
月
初
め
に
は
反
対
の
訴
願
を
し
て
い
た
菟

原
郡
二
一
村
の
う
ち
一

一
村
ま
で
が
加
入
、
五
村
が
掛
け
合
い
中
で
、
未
加
入
は
閉
村
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
月
中

に
は
、
全
村
が
加
入
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

髪
結
を
め
ぐ
る
問
題
と
並
ん
で
、
こ
の
時
非
人
番
に
つ
い
て
も
訴
願
が
行
わ
れ
て
い
る
。
非
人
番
も
髪
結
同
様
村
に
住
み
、

村
か
ら
米
・
麦
な
ど
の
扶
持
を
受
け
、
村
の
詩
人
と
し
て
治
安
・
警
察
的
な
業
務
を
果
た
し
て
い
た
が
、
か
れ
ら
は
同
時
に
そ

の
上
部
組
織
で
あ
る
大
坂
一
一
一
郷
長
吏
仲
間
に
役
銭
を
支
払
っ
て
い
た
。
と
い
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
は
、
村
か
ら
の
援
助
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
近
年
そ
の
負
担
が
増
え
、
小
さ
な
村
で
は
そ
れ
に
耐
え
か
ね
て
非
人
擦
を
授
け
な
く
な
っ
て
い
る

所
も
あ
る
、
こ
れ
で
は
悶
る
の
で
、
な
ん
と
か
そ
の
役
銭
を
減
ら
す
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
村
々
の
訴
願
の
趣
胃

で
あ
る
。

一
詠
顕
の
結
末
も
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
の
村
々
が
参
加
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
髪
結
と
い
い
非
人
擦
と
い
い
、
村
に
住
む

村政と民衆運動の展開

の
は
農
民
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
彼
ら
に
は
一
つ
の
身
分
と
し
て
の
組
織
が
村
を
越
え
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、

農
民
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
訴
願
の
背
景
に
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
村
に
は
大
工
、
制
・
木
挽
職
と
い
っ
た
建
築
・
建
材
関
係
の
職
業
を
営
む
者
も
お
り
、
文
政
七
年
に

職
人
を
め

ぐ
る
訴
綴

は
、
柚
・
木
挽
職
と
の
閉
で
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
、
村
々
の
訴
断
、
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
年
七
月
、

つ
ま
り
菜
穏
訴
願
が
準
備
さ
れ
て
い
た
頃
に
並
行
し
て
、
摂
河
の
村
々
が
協
議
を
始
め
て
い
た
問
題
で
、

八
月
五
日
出
顕
し
て

第三節

い
る
。

き

が

ん

ど

う

の

こ

訴
願
の
趣
旨
は
、
制
職
た
ち
が
、
台
伐
り
・
臨
頭
鋸
の
捷
用
を
自
分
た
ち
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
い
と
い
う
申
請
を
し
た
こ
と
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に
対
し
、
農
民
た
ち
が
そ
れ
で
は
困
る
の
で
従
来
通
り
に
し
て
ほ
し
い
と
出
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
摂
津
・
河
内
で

六
五
五
村
が
結
集
し
て
い
る
。
綿
や
菜
種
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
か
な
り
の
規
模
の
訴
願
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
出
願
の
結

果
は
不
明
で
あ
る
が
、
ム
口
伐
り
・
雁
頭
錦
が
専
門
の
柏
職
だ
け
で
な
く
、
農
村
社
会
で
も
広
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の

よ
う
な
訴
願
の
背
景
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
問
題
、
が
閤
摂
で
は
、
弘
化
一
一
一
年
（
一
八
四
六
）
に
も
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
の
発
端
は
火
災
に
あ
っ
た
江
戸
城
復
興
の
た
め
、
幕
府
が
全
国
の
諸
藩
に
協
力
を
求
め
、
諸
藩
が
そ
れ
を
村
々
に
御
用
金

樹
木
を
伐
り
出
し
販
売
す
る
こ
と
で
、

と
し
て
賦
課
し
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
時
藩
領
の
一
二
条
村
（
芦
屋
市
）
な
ど
は
、
村
持
ち
の
山
林
か
ら

そ
の
費
用
を
賄
お
う
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
頃
、
農
民
が
自
分
の
用
と
し
て
柴
・
薪
な
ど
を
伐
る
の
に
、
よ
き
・

肝C頭錦（上）・台伐り（下）

銀
、
を
使
う
こ
と
に
対
し
、
柏
職
た
ち
が
「
素
人
が
よ
き
・
鋸
を
使
う
の
は
不
当
で
あ
る
、

使
用
す
る
な
ら
ば
口
銭
を
払
え
」
と
言
い
振
り
、
農
民
と
の
間
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
度
も
農
民
が
伐
採
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
口
銭
を
請
求
し
て
く
る
で
あ

ろ
う
と
し
て
、
中
野
村
な
ど
郡
家
総
九
カ
村
は
村
々
で
申
し
合
わ
せ
、
も
し
柚
職
た
ち

が
差
し
止
め
に
来
た
ら
彼
ら
と
争
論
を
起
こ
す
。

し
か
し
経
費
は
そ
の
村
だ
け
で
な
く
、

組
全
体
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
に
し
よ
う
と
決
め
て
い
る
。
弘
化
一
一
一
年
春
の
こ
と
で
あ
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る

そ
し
て
伐
り
出
し
を
始
め
た
頃
、
案
の
定
西
宮
の
柚
職
、
が
抗
議
に
や
っ
て
来
て
争
論

と
な
り
、
柚
職
は
上
部
組
織
で
あ
る
大
工
頭
中
井
家
を
通
じ
て
大
坂
町
奉
行
所
に
訴
え
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出
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
農
民
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、

よ
き
・
鋸
の
使
用
は
自
由
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と

に
今
度
は
九
カ
村
の
閤
で
、
そ
の
時
の
費
用
も
含
め
て
、
約
束
通
り
山
山
さ
な
い
村
が
あ
る
と
し
て
争
論
に
な
っ
て
い
る
。
村
々

の
連
合
は
大
き
な
力
止
を
発
如
押
す
る
反
問
、
内
部
の
結
束
に
は
新
た
な
問
題
も
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

辺
在
者
を

め
ぐ
っ
て

村
を
巡
る
人
々
の
処
遇
と
い
う
問
題
に
も
、
村
々
は
連
合
し
て
訴
願
を
行
っ
た
。
市
域
を
含
む
菟
原
・
八
部
郡

の
村
々
は
、
西
国
街
道
筋
に
当
た
っ
て
い
た
た
め
村
宏
巡
る
廼
在
者
も
多
か
っ
た
。
辻
代
官
所
管
下
の
菟
原
郡

二
一
村
は
、
同
部
の
沼
崎
葎
領
一
九
村
と
と
も
に
文
政
十
一
一
一
年
二
月
、
次
の
よ
う
に
訴
願
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
村
々
は
兵
庫
・
西
宮
に
近
く
、
村
に
や
っ
て
来
る
い
燦
無
僧
が
多
い
、
か
れ
ら
は
笥
も
吹
か
ず
、
突
然
村
役
人
に

一
夜
の
宿
を
乞
い
、
断
ら
れ
る
と
色
々
の
悪
口
や
難
題
を
言
い
張
り
、
理
不
尽
に
宿
銭
を
ね
だ
る
。
そ
こ
で
少
し
で
も
与
え
る

と
、
さ
ら
に
無
心
合
力
を
求
め
る
始
末
で
あ
る
。
ま
た
村
に
あ
る
米
揚
き
水
車
場
へ
も
や
っ
て
き
て
施
し
米
を
求
め
、
少
な
け

れ
ば
尺
八
で
叩
く
者
も
い
る
。
こ
う
し
た
不
法
な
行
い
を
取
り
締
ま
っ
て
ほ
し
い
。

村政と民衆運動の展開

そ
れ
に
対
し
奉
行
一
併
は
、
闘
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
証
拠
が
な
い
と
糾
切
で
き
な
い
と
証
拠
の
提
出
を
求
め
た
が
、
村
々
は
ど

う
し
た
わ
け
か
す
ぐ
に
願
書
を
引
き
下
げ
て
い
る
。

ま
た
座
頭
も
当
時
は
村
々
を
由
っ
て
い
た
。
近
位
で
は
視
力
に
障
害
の
あ
っ
た
人
々
は
座
頭
と
し
て
、
当
一
道
座
と
よ
ば
れ
る

仲
間
組
織
に
属
し
、
各
地
の
座
頭
は
そ
の
仲
間
組
織
に
よ
っ
て
生
活
の
保
護
と
規
制
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
座
頭
組
織
ご
と

に
勧
進
場
と
い
う
決
め
ら
れ
た
箱
閉
が
あ
り
、
そ
の
村
々
を
勧
進
し
て
回
り
、
ま
た
村
人
か
ら
祝
儀
・
布
施
な
ど
を
受
け
取
っ

第三節

？三二

と
こ
ろ
が
、
近
世
後
期
に
は
経
済
的
に
設
か
な
地
域
安
目
指
し
て
他
国
か
ら
流
れ
こ
む
座
頭
も
多
く
な
り
、

そ
の
結
果
村
人
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に
祝
犠
な
ど
を
強
要
す
る
こ
と
も
目
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
現
れ
と
し
て
天
保
九

虚無僧の:2f王寺京都明｜情寺

年
（
一
八
三
人
）
十

月
施
原
・
入
部
同
郡
の
村
々
で
は
、
領
主
で
あ
る
谷
町
代
官
所
に

陣
頭
廻
在
に
つ
い
て
そ
の
規
制
を
願
い
出
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
探
津
菟
原
郡
の
住
吉
川
よ
り
閥
、

八
部
郡
西
須
磨
村
ま
で
は
、
兵
庫

の
座
元
鷲
の
市
・
桝
の
市
同
名
の
勧
進
倒
切
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
村
々
で
は
こ
れ
ま
で
、

村
人
の
祝
儀
や
布
施
物
を
取
り
ま
と
め
て
兵
庫
の
膝
元
に
渡
し
て
き
た
が
、
最
近
は
村

内
の
小
前
百
姓
の
と
こ
ろ
ま
で
多
勢
で
押
し
か
け
、
布
施
を
無
理
強
い
し
、
さ
ら
に
は
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食
事
や
湯
茶
を
ね
だ
り
、
断
れ
ば
悪
口
を
一
一
一
口
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
出
願
は
兵
庫

出
役
宮
部
孫
八
郎
の
も
と
で
聞
き
届
け
ら
れ
、
座
一
克
師
名
に
対
し
、
以
後
こ
の
よ
う
な

翌
十
年
八
月
谷
町
代
官
所
管
下
の
村
々
は
、
先
の
三
郎
に
武
庫
郡
を
加
え
て
、
村
々
を
回
る
諸
勧
化
に
つ
い
て
再
び
そ
の
取

こ
と
の
な
い
よ
う
に
厳
し
く
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。

締
り
な
出
願
し
て
い
る
。
今
度
は
、

ω幕
府
の
許
可
を
得
て
い
る
勧
化
の
ほ
か
、
諮
寺
社
の
名
目
を
借
り
た
さ
ま
ざ
ま
な
勧
化

や
京
都
の
宮
家
の
名
を
か
た
る
薬
・
守
札
売
り
が
航
行
し
て
い
る
、

ω虚
無
僧
は
そ
れ
ぞ
れ
の
磁
場
に
立
ち
入
り
、
宿
を
求
め

ん
口
力
を
強
い
て
い
る
、
ゆ
座
頭
や
浪
人
も
同
様
で
、
ね
だ
り
が
ま
し
い
行
為
が
自
に
余
る
、
と
村
を
巡
る
人
々
が
そ
ろ
っ
て
取

り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
御
触
に
よ
っ
て
禁
じ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

施
も
村
で
ま
と
め
て
、
虚
無
償
の

印
閉
場
と
は
、
座
頭
の
勧
進
場
に
相
当
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
虚
無
僧
に
も
廻
在
で
き
る
村
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
布

で
あ
る
京
都
の
現
時
寺
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
、
虚
無
僧
が
そ
れ
を
無
視
し
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て
直
接
、
磁
場
の
村
々
に
ま
で
布
施
を
求
め
に
や
っ
て
米
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
問
題
’
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
先
述

の
座
頭
と
共
通
す
る
問
題
と
い
え
よ
う
。

」
の
よ
う
な
農
民
の
訴
願
に
対
し
代
官
一
併
は
、

通
り
耳
は
傾
け
る
も
の
の
、
旧
来
の
幕
府
令
を
繰
り
返
し
流
す
だ
け
で
何

ら
実
行
性
の
あ
る
施
策
は
も
た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
村
々
は
こ
の
後
協
定
し
、
地
域
管
間
以
す
る
こ
と
で
打
開
の
道
を
探
る
よ
う

に
な
る
。

村政と民衆運動の展開第三節
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