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安
政
の
綿
国
訴

と
商
摂
の
村
々

,..,,. 
；良IJ

村
務
社
会
の
趨
勢

幕
末
に
お
け
る
村
々
の
動
向

嘉
永
七
（
安
政
一
冗
）
年
（
一
八
五
四
）
六
月
、
大
坂
町
奉
行
よ
り
一
二
郷
隣
接
村
々
に
、
仲
間
外
の
者
が
綿
を
取

り
扱
う
た
め
綿
屋
仲
間
が
衰
徴
、
難
渋
し
て
い
る
と
し
て
今
後
、
兼
務
一
市
の
者
で
も
か
な
ら
ず
綿
屋
仲
間
に

加
入
す
る
こ
と
を
命
じ
る
旨
が
触
れ
出
さ
れ
た
。
文
政
六
年
（
一
八
三
一
一
）
の
大
閤
訴
と
天
保
十
一
一
一
年
（

八
四
二
）
の
株
仲
間
停

止
令
に
よ
っ
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
市
中
綿
間
農
た
ち
が
、
嘉
永
閉
年
の
株
仲
間
再
興
令
を
機
に
、
再
び
そ
の
宿
願
を
巣

た
そ
う
と
動
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
文
政
関
訴
に
よ
っ
て
確
保
し
た
農
民
の
販
売
権
が
、
台
な
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

は
自
に
見
え
て
い
る
。
農
民
が
即
座
に
、
対
応
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

「
急
談
」
を
告
げ
る
廻
状
が
各
地
の
組
合
村

に
発
せ
ら
れ
た
。

同
年
間
七
月
二
日
、
谷
町
・
鈴
木
町
前
代
官
所
の
郡
山
ヤ
惣
代
六
名
の
連
名
で
、

い
ま
も
そ
の
急
廻
状
は
南
河
内
や
悶
摂
の
農
村
に
広
く
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、
花
熊
村
で
も
写
し
取
ら
れ

て
い
る
。
文
政
六
年
の
一

O
O七
村
訴
願
に
よ
っ
て
実
綿
・
繰
綿
販
売
の
自
由
を
実
現
さ
せ
た
の
に
、
こ
の
た
び
願
人
が
あ
り
、

認
め
ら
れ
れ
ば
ま
た
ま
た
手
狭
に
な
る
と
し
て
六
日
の
参
会
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
六
日
、
大
坂
の
郷
宿

732 第：：fi."it :.fi'~51ミの社会



亀
屋
喜
兵
衛
方
に
て
摂
河
蹄
闘
の
つ
大
参
会
」
が
関
か
れ
、
難
渋
の
始
末
を
嘆
願
す
る
こ
と
に

決
、
す
ぐ
に
訴
願
組
織
作
り

に
取
り
掛
か
っ
た
。
例
え
ば
河
内
錦
部
部
で
は
、
当
日
大
坂
に
出
勤
し
た
同
部
の
商
代
村
庄
麗
仁
兵
衛
の
も
と
、
郡
山
叩

円
に

廻
状
が
廻
さ
れ
、

日
の
都
中
会
合
が
計
附
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
部
中
村
々
の
参
加
意
思
が
縦
か
め
ら
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
折
実
綿
・
繰
綿
の
み
な
ら
ず
、
菜
種
販
売
や
肥
料
価
格
高
騰
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
参
加
意

思
の
篠
認
さ
れ
た
問
郡
で
は
、
西
代
村
庄
箆
仁
兵
衡
を
惣
代
に
き
め
、
彼
と
の
問
で
「
炉
、
1
4
証
文
」
を
交
わ
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に

J
駅
み
証
文
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
七
月
中
旬
、
河
内
や
北
疫
の
村
々
で
は
訴
願
の
組
織
作
り
は
大
き
く

進
ん
だ
。

と
こ
ろ
が
市
域
を
含
む
西
摂
の
武
庫
・
菟
原
・
入
部
の
三
郡
村
々
で
は
、
事
情
が
大
き
く
違
っ
て
い
た
。
一
一
一
郡
か
ら
も
惣
代

が
六
日
の
大
坂
で
の
参
会
に
加
わ
り
、
そ
れ
を
受
げ
さ
ら
に
十
日
、
一
一
一
部
の
御
料
・
私
領
惣
代
が
河
原
村
魚
農
新
七
方
に
集
ま

り
協
議
し
て
い
る
。

そ
こ
で
の
結
論
は
、
入
部
・
菟
原
二
郎
は

JJJ時
差
し
支
え
も
無
い
」
た
め
不
参
加
、
武
庫
郡
は
再
度
協

議
の
上
参
加
の
一
吋
一
合
な
返
答
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

お
そ
ら
く
八
部
・
菟
原
二
部
は
菜
種
作
地
帯
で
あ
っ
て
、
綿
作
や
繰
り

綿
加
工
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
問
答
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
う
な
れ
ば
地
域
事
情
の

村落社会の趨勢

違
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
鰐
い
た
の
は
谷
町
邸
中
惣
代
で
彼
ら
は
十
三
日
、
一
得
考
を
促
す
廼
状
を
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
似
現
状
で
は
さ

し
て
故
障
な
く
と
も
、
七
年
六
月
の
奉
行
所
触
れ
書
の
文
商
か
ら
考
え
れ
ば
、
問
屋
は
「

本
二
本
の
綿
に
て
も
無
株
の
取
り

第二節

遣
わ
し
〕
と
申
し
立
て
る
だ
ろ
う
か
ら
、
百
姓
の
難
渋
は
自
に
見
え
て
い
る
、
∞
文
政
国
訴
の
折
、
今
後
問
題
が
起
こ
れ
ば
天

λ

令
官
・
勝
間
一
一
一
カ
村
よ
り
駆
け
引
き
す
る
よ
う

0
0七
村
よ
り
「
頼
み
…
札
L

し
入
れ
た
事
情
が
あ
る
、
向
、
も

ttJ: J!.I E霊E主義苦闘733 



し
両
郡
が
不
参
加
で
あ
れ
ば
、
谷
町
代
官
所
村
々
は
じ
め
「
諦
ガ
請
持
之
内
き
一
よ
り
不
人
情
と
中
し
立
て
ら
れ
、
他
部
に
対

し
て
も
不
都
合
な
こ
と
だ
、
だ
か
ら
い
ま

度
再
考
し
て
ほ
し
い
、
判
ま
た
綿
だ
け
で
な
く
菜
種
・
肥
料
の
境
問
も
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
返
答
が
な
い
の
で
あ
わ
せ
て
回
答
を
求
む
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
両
郡
で
は
十
六
日
再
会
、

協
議
し
て
い
る
が
、
結
論
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
間
接
の
諾
郡
を
欠
い
た
ま
ま
実
綿
・
繰
綿
販
売
に
関
す
る
訴
師
、
は
、
間
七
月

三
十
七
日
間
判
奉
行
所
へ
出
願
さ
れ
た
。
彼
ら
の
主
張
は
株
仲
間
再
興
令
に
よ
っ
て
綿
屋
仲

間
が
再
興
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
活
動
は
市
中
に
限
ら
れ
、
在
方
に
あ
っ
て
は
文
政
ぃ
伎
の

趣
旨
に
変
更
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
こ
の
主
張
は
符
れ
ら
れ
、
仲
間
再
興
に

か
か
わ
ら
ず
ム
仕
方
に
は
綿
鹿
株
は
な
く
、
以
後
農
民
や
夜
方
商
人
が
遠
近
他
国
の
綿
買
い
答

へ
、
直
売
り
・
庇
船
積
み
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
大
坂
市
中
の
水
隙
路
を
通
っ
て
政
船
積

み
し
て
も
勝
手
次
第
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
文
政
大
関
訴
の
成
果
は
堅
持
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
嘉
、
氷
七
年
の
綿
悶
訴
は
、
八
月
十
三
日
、
惣
代
ら
が
出
願
を
取
り
下

りの念、廻文写

げ
て
終
わ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
菜
種
と
油
に
つ
い
て
い
え
ば
天
保
三
年
の
仕
法
改
正
に
よ
っ
て
、

慶
応
元
年
の

菜
種
国
訴

油
を
在
地
の
油
屋
か
ら
応
援
購
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
種
物
に
つ
い
て

も
若
干
販
路
は
広
が
っ
て
い
た
が
、
絞
り
油
患
と
の
対
立
は
依
然
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
綿

よ

一
株
願
に
ひ
き
つ
づ
い
て
菜
種
訴
阪
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
｝
）
の
問
日
本
全
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村務社会の協勢

悶訴惣 f~

土
を
揺
る
が
し
た
ベ
リ
！
の
米
航
と
日
米
和
親
条
約
の
締
結
（
来
永
七
年
一
一
一
月
）
が
あ
り
、
出

訴
に
及
ん
だ
の
は
翌
安
政
一
一
年
で
あ
る
。
同
年
六
月
二
日
、
摂
河
一
一
悶
一

O
八
六
村
を
代
表

し
て
惣
代
間
五
人
が
、
大
坂
町
奉
行
所
に
出
訴
し
た
が
、
こ
の
時
の
訴
願
は
与
力
槌

びコ
敏

写~i 158 

腕
山
本
内
山
彦
次
郎
の
前
に
脅
し
す
か
さ
れ
て
ほ
頭
蛇
尾
に
終
わ
っ
た
。
再
起
を
期
し
た
農
民

A

a

＼
 

一J
ノ

カ
村
を
集
め
て
存
度
菜
種
訴

た
ち
は
一
一
年
後
の
慶
応
一
五
年
（
一
八
六
五
）
、

摂
M 

願
を
起
こ
し
て
い
る
。
安
政
二
年
の
訴
願
に
は
菟
原
・
八
部
二
郡
の
名
が
見
え
な
い
が
、
こ

の
時
は
名
を
連
ね
て
い
る
。

こ
の
訴
願
に
農
民
た
ち
は
っ
何
酪
ま
で
も
出
願
し
、
願
意
を
貫
き
た
い
い
と
の
強
い
決
意

を
示
し
て
い
る
が
、
訴
状
で
は
絞
り
油
屋
が
江
戸
へ
の
供
給
油
で
あ
る
「
御
用
油
調
達
ー
一
を

盾
に
、
菜
種
の
賀
入
価
絡
や
貿
い
場
を
協
定
す
る
現
状
を
良
筑
間
窮
の
奴
悶
と
し
て
批
判
し
、

そ
の
改
変
の
た
め
に
御
用
油
を
農
民
が
請
け
負
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば

十
化
地
の
絞
り
油
産
の
果
た
す
投
割
を
内
分
た
ち
が
代
わ
っ
て
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
穏

の
拡
大
を
願
っ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
要
求
と
比
べ
る
と
、
今
回
の
主
張
の
画
期
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
主

物
流
通
に
有
利
な
条
件
を
築
こ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
前
貸
し
銀
の
形
で
の
販
売
や
、
販
路

張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
ほ
ぼ
農
民
の
主
張
を
採
り
い
れ
た
形
で
示
談
が
成
立
し
て
い
る
コ
げ
て
の
主
な
点
を
拾

第二節

え
ば
、

ω摂
一
階
在
々
か
ら
産
出
さ
れ
る
菜
種
は
時
々
の
景
況
、
尚
一
品
開
問
の
区
別
に
し
た
が
い
、
出
合
い
相
場
で
売
買
す
る
こ
と
、

∞
「
御
用
池
」
の
名
目
は
な
い
の
だ
か
ら
、
菜
種
値
段
の
買
入
協
定
は
し
な
い
、

ω油
産
が
自
分
の
賠
村
を
中
心
に
独
占
的
営

1仕近E震災編邸73ラ



業
問
を
設
け
る
こ
と
は
版
絡
を
狭
め
る
の
で
し
な
い
、
同
油
粕
も
民
間
・
口
川

質
を
公
正
に
し
、
値
段
に
法
外
な
迷
い
の
な
い
よ
う
に
す
る
、
川
w
油
稼
ぎ
に

余
分
な
負
担
が
掛
か
っ
た
と
き
は
、
菜
級
値
段
に
粋
く
だ
ろ
う
か
ら
、
段
民

八f'i滞日中諮鋭化取締り掛札

惣
代
、
を
通
じ
て
段
河
一
同
へ
披
露
す
る
、
川
w油
屋
が
便
利
の
た
め
通
路
所
や

年
行
事
を
mmく
の
は
菜
磁
の
売
れ
行
き
に
関
係
す
る
の
で
、
農
民
か
ら
も
代

支
を
出
す
、
な
ど
と
い
っ
た
内
特
で
あ
る
。
農
民
は
大
き
く
前
進
し
て
い
る
。

地
域
を
巡
る
人
々
に
つ
い
て
村
々
は
、
共
同
で
対
処
す
る
よ

地
域
管
理

す
る
村
々

う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
が
、
一
犬
保
十
年
間
刀
、

/¥. 
f't1) 
WI 
111 
出
EE 

a

カ
村
で
は
兵
庫
の
座
元
鷲
の
市
と
の
問
で
、

コ
」
の
ほ

写手〔 159

ど
双
方
が
相
対
し
て
、
山
間
庄
内
の
前
祝
儀
と
し
て
座
頭
仲
間
に
、

ヶ
Sf. 

に
銀
百
匁
を
渡
す
し
と
の
規
定
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
座
頭
が
村
の
中
を

廻
り
家
ご
と
に
祝
儀
を
取
り
集
め
る
の
を
や
め
て
、

一
括
納
入
し
よ
う
と
い

、
J
〉
戸
」
レ
め
ヘ
d
o

、．

κ
ν
v
Jバ
ド
マ
バ

と
こ
ろ
が
十

汁
J

こ
キ
Jh

代、m山
町
巾
b
t
4サパ
h
y

、

j
f
f
ノ

1
1
I
f－
－

つ
ぎ
の
よ
う
に
申
し
合
わ

な
ど
へ
の
応
対
に
手
間
取
り
、

せ
て
い
る
。
近
年
、
諮
問
の
村
々
を
廼
十
代
す
る
勧
化
や
況
札
人
、
公
山
本
に
伝
わ
る
秘
伝
な
ど
と
す
る
薬
弘
め
人
、
座
頭
、
浪
人

い
つ
も
農
業
や
役
向
き
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
ば
か
り
か
、
自
然
と
村
の
経
費
も
多
く
か
か
り
、

郡
中
不
取
締
り
の
も
と
で
あ
る
と
し
て
、
今
後
幕
府
公
認
の
御
免
勧
化
を
除
、
会
＼

そ
の
他
の
廻
在
者
を
幕
府
領
私
領
の
別
な
く

736 千；·~51ミの社会Zfni•~t 



月
付
で
そ
の
旨
を
板

い
う
な
れ
ば
地
域
で
管
理
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
嘉
永
元
年
十
一

郡
中
あ
げ
て
神
戸
村
に
て
取
り
扱
う
と
決
め
て
い
る
。

つ
け
た
も
の
が
、
播
際
美
麗
郡
に
通
じ
る
街
道
の
入
口
に
あ
た
る
下
街
原
に
残
さ
れ
て
い

閉
山
は
神
戸
村
で
一
予
に
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
後
の
八
部
郡
の
動
化
取
締
授
の
明
細
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
廻
夜
者
へ
の

祝
儀
銭
、
宿
泊
料
と
世
話
料
が
勧
化
の
経
費
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
動
化
に
対
す
る
取
締
り
の
出
願
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
そ

れ
に
要
し
た
経
費
が
加
わ
っ
て
い
る
。
先
に
中
灘
組
と
し
て
み
た
シ
ス
テ
ム
が
、
領
、
主
関
係
の
異
同
を
越
え
て
入
部
郡
全
体
で

村吉5主i：会の趨勢第二節

作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
表
山
は
そ
の
経
費
の
負
担
方
法
を
示
し
て
お
り
、
間
郡
で
は
石
高
・

山
本
・
村
に
一
一
一
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
石
高
・
軒
数
・
村
数
に
応
じ

入部郡の諸勧化II浦fl't'(
（ぷ;i)(3年(1850))

袈f 日 3良在~i 比率

諸勧化・自波己す札・ 2徒手l、 匁 。〆／υ 

めほかに
408.8 

勧化人mり宿料 1. 65 

言j- 410.45 34.6 

苦B1：~1取締7~1' 36.0 

勧化取締り LI¥搬 254. 57 

三（菟郡原参・会武入庫用・入部） 117.0 

郡中参会入j羽 153.09 

560.66 47. 2 

役話料 200‘。
対E ~；i: 15.82 

215.82 18. 2 

｛》1、 計e 1, 186. 93 100.。

表 187

資料： r村i二家文古j （神戸大学所絞）

it附ヨ取締設の割賦仕法表 188

考

家割り分

M
仙
川

部のl記i合計 15, 180:{"i236 

高100石当たり 3匁432

郡の家数 4, 060!肝

1ij汗当たり 0. 1283匁

520. 9 i t郊の村数 42f寸

l村当たり 12匁4

領5良

匁
1, 562. 7 

520.9 

520. 9 

総在ft

l潟割り分

r、
ノJ区

村割り分

（注） 追加］経'l'lを含むため．表187と総額は災lなる。

資料：「村上家)z:~む（事11戸大午所蔵〕

件
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て
訓
り
掛
け
て
い
る
。
従
っ
て
各
村
に
は
、
村
割
り
分
に
付
高
・
山
本
数
を
勘
案
し
た
も
の
が
掛
か
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
北

野
村
を
例
に
取
る
と
高
割
り
が
八
匁
二
分
九
盟
、
家
制
り
が
九
匁
一
一
一
分
七
躍
、
村
割
り
が

二
匁
凶
分
合
わ
せ
て
一
一
一

O
匁
六
厩

で
あ
る
。
本
米
こ
の
よ
う
な
廻
夜
は
、
家
ご
と
に
門
付
け
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
L
ス
様
相
は

変
し
て
い
る
。

vyコ決川

？

j
A
A

，
 

祝
儀
銭
は
減
り
、
ま
た
応
対
す
る
手
間
も
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
村
を
巡
る
人
々
に
関
し
て
地
域
的
な
管
理
制
が
発
迷
し
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ

つ
御
免
勧
化
だ
け
が
、
こ
の

対
象
外
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
村
々
が
次
に
そ
の
打
聞
を
関
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
っ
た
。
阿
部
で
は
嘉
、
水
七
年

二
月
、
京
都
の
続
服
役
人
の
羽
村
を
控
え
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
郡
中
挙
げ
て
対
処
す
る
と
し
て
神
戸
村
に
振
り
向
け
る
用
怠
を

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

「
幕
倣
六
分
」
と
い
う
当
時
の
い
ハ
つ
の
代
官
一
昨
支
配
の
村
々
が
連
合
し
て
当
た

る
こ
と
に
な
り
、
大
波
で
校
地
の
役
人
と
六
分
惣
代
と
の
開
で
話
が
つ
い
た
。
六
分
と
い
え
ば
谷
町
・
鈴
木
町
代
官
所
を
は
じ

め
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
幕
府
領
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
、
入
部
部
よ
り
広
域
的
な
対
応
が
廻
在
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
惣
代
た
も
の
手
紙
の
中
で
「
そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
利
分
に
も
な
る
L

と
い
っ
て
い
る
が
、
経
費
と
手
間
の

節
約
が
そ
の
狙
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
措
慣
を
踏
ま
え
て
、
も
っ
と
も
手
強
い
御
免
勧
化
に
つ
い
て
も
六
分
一
括
の
取
扱
い
が
実
現
す
る
。
向
年
五
月
の
こ
と

で
占
め
る
。

そ
れ
を
受
け
て
村
々
に
は
、
次
の
廻
状
が
因
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
ど
御
免
勧
化
に
つ
い
て
六
分
一
手
に
引
き
合
い
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
い
て
は
そ
の
旨
を
よ
く
御
承
知
さ
れ

て
、
も
し
趨
村
す
る
も
の
が
い
れ
ば
断
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
心
得
違
い
が
な
い
よ
う
に
「
頼
み
一
札
」
を
閉
す
の
で
そ
れ
に
調

印
し
て
ほ
し
い
。

738 f；~31ミのよi会第五主主



は
代
官
一
仇
に
願
い
出
、

こ
の
後
す
ぐ
に
今
度
は
寺
社
の
名
目
貸
付
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
不
正
が
あ
る
と
し
て
問
摂
の

近

さ
ら
に
摂
河
村
々
に
広
げ
る
計
闘
を
立
て
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
農
民
は
、
利
害
関
係
の
一
致
す
る
諮
問
題
を
手
が
か
り
に

地
域
的
な
連
合
を
広
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

み
よ
う
。

地
域
社
会
に

働
く
人
々

こ
の
よ
う
な
村
々
の
連
合
が
地
域
的
に
規
制
、

職
種
の
人
々
が
い
た
。
次
に
菟
原
・
八
部
郡
の
協
定
常
一
仰
を
通
じ
て
、
地
減
社
会
に
働
く
人
々
の
姿
を
眺
め
て

し
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
に
農
民
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

底火器品m

入
部
部
で
は
天
保
十

ち
ょ
う
ど
幕
府
の
天
保
改
本
の
さ
な
か
で
あ
る
が
、
幕
府
の
諸
物
価
一
一
潜
引
下
げ
令
を
受

け
て
、
次
の
よ
う
に
職
人
、
奉
公
人
な
ど
の
労
賃
引
下
げ
を
決
め
て
い
る
。

ま
ず
奉
公
人
に
つ
い
て
は
近
年
給
銀
が
上
昇
す
る
一
方
、
勤
務
状
態
が
良
く
な
い
の
で
、
今
後
郡
山
ヤ
で
奉
公
人
の
口
入
れ
屋

村落社会の趨勢第二節

入部郡における労伎の協定

（天｛来日年（1842)) （問主：匁）

表 189

3良

150～160 

120～140 

100～50 

i主

下 5月上

（男子泰公人）中

下

種験

70～ 

40～ 

20～ 

下女 J::.
(fl:子奉公人）中

下

5月日程

河 l~I 分j約い

1. 0 

1. 5 

0. 7 

1. 0 

女と｜鹿

i苛1g1分賄い

1. 0 

1. 7 

手伝い

問自分納い

（注） 奉公人は半期の賃金晃。｛訟は lFl分。
自分紛いは交感が付かないもの。

資料.r1.l!任！家：：）（fftJ

を
人
選
し
た
上
で
悶
き
、
奉
公
人
空
路
用
は
そ
こ
を

通
す
こ
と
と
す
る
と
し
て
給
銀
を
三
段
階
で
決
め
て

い
る
。
当
然
口
入
れ
屋
へ
の
昨
話
料
が
要
る
こ
と
と

な
る
が
そ
れ
は
一
服
用
主
か
ら
二
匁
、
奉
公
人
か
ら

匁
合
わ
せ
て
一
一
一
匁
と
す
る
。
ま
た
下
女
は
洗
濯
休
み
、

出
代
わ
り
な
ど
と
い
っ
て
よ
く
休
む
が
、
今
後
は
半

期
（
半
年
）
に
五
日
か
ぎ
り
と
す
る
。
つ
ぎ
に
間
揃
え

収
穫
な
ど
の
繁
忙
時
に
能
わ
れ
る
旦
服
い
の
労
賃
も

739 



定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
賃
金
の
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
拾
う
と
表
山
の
通
り
で
あ
る
。

奉
公
人
の
場
合
、
こ
の
頃
の
大
波
市
中
肥
後
米
価
格
が
一
石
八

O
匁
で
あ
る
か
ら
、
商
設
金
の
上
級
者
で
半
年
分
の
賃
銀
が

ほ
ぼ
二
石
分
、
下
級
者
で
は
一
石
程
度
に
相
当
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
女
子
は
上
級
者
で
男
子
の
四
回
、
，
，
zt

間
七
%
、
中

級
者
で
は
一
一
九
）
（
一
二
三
%
で
、
半
分
に
も
満
た
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
一
履
い
の
場
合
、
男
女
格
差
は
小
さ
い
。
女
旦
履
い

に
は
洗
濯
、
草
引
き
な
ど
と
脅
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
子
が
農
作
業
に
本
格
的
に
か
か
わ
る
の
に
比
べ
、
女
子
は
主
に
家
事

労
働
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
格
差
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
手
伝
い
は
家
裁
日
請
の
時
大
工
、
左
官
を
手
伝
う

労
働
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
賃
金
の
ほ
か
勤
務
時
間
を
大
工
並
み
に
す
る
と
決
め
て
い
る
。

そ
の
大
工
や
左
官
・
石
工
な
ど
の
職
人
に
つ
い
て
は
、
作
料
・
賃
金
を
二
割
下
げ
に
さ
れ
て
は
悶
る
と
い
う
職
人
の
嘆
願
が

的
行
れ
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
二
割
増
し
働
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
朝
は
六
つ
半
（
午
前
七
）
時
に
仕
事
に
か
か
り
、
昼
食
時

に
小
休
憩
し
、
九
つ
半
（
午
後
二
時
よ
り
暮
れ
六
つ
（
午
後
六
）
時
ま
で
精
な
出
す
。

ま
た
こ
れ
ま
で
四
つ
時
（
午
前
一

O
持）、

七
つ
時
（
午
後
四
時
）
に
煙
草
休
み
を
し
て
い
た
が
そ
れ
を
や
め
、
喫
煙
し
た
ま
ま
す
ぐ
に
仕
事
に
取
り
掛
か
る
。
も
ち
ろ
ん
職

人
の
棟
梁
は
常
に
現
場
に
出
向
き
、
弟
子
や
下
職
の
者
が
怠
ら
な
い
よ
う
に
耽
督
す
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
職
人
と
施
主

と
の
得
意
先
関
係
も
な
く
し
、
こ
れ
か
ら
は
施
主
の
判
断
に
よ
っ
て
職
人
を
変
え
て
も
文
句
を
い
わ
な
い
。
屋
根
葺
き
・

職
・
鍛
冶
－

m一
一
鍬
の
賃
金
、
州
側
屋
・
張
り
屋
の
値
段
、
綿
打
ち
貨
も
二
割
下
げ
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
市
域
農
村
の
重
要
産
業
で
あ
る
酒
造
業
や
水
車
業
、
素
麹
業
で
働
く
労
働
者
に
つ
い
て
も
厳
し
い
規
制
が
示
さ
れ

て
い
る
。
共
通
し
て
近
年
、
労
働
者
の
賃
金
が
上
昇
し
、
ま
た
賃
金
は
先
取
り
し
な
が
ら
途
中
で
勝
手
に
や
め
、
他
所
で
働
く

な
ど
不
作
法
が
自
に
余
る
と
指
摘
さ
れ
、
と
く
に
ひ
ど
い
者
は
郡
中
で
は
働
か
せ
な
い
こ
と
と
し
、
非
人
番
に
預
け
る
と
さ
れ

740 幕末の社会第五主主



て
い
る
。

ま
た
素
擁
壁
の
下
で
働
く
労
働
者
に
つ
い
て
は
対
策
と
し
て
、
今
後
新
た
に
口
入
れ
悶
肢
を
設
け
、
必
ず
そ
こ
を
通
し
て
挺
う

」
と
と
す
る
と
し
て
い
る
が
、
一
一
一
年
後
の
弘
化

（
一
八
四
五
）
に
は
武
郎
・
菟
原
・
入
部
一
一
一
郡
が
共
同
し
て
、
素
極
陸
の
下

職
・
労
働
者
の
勤
務
状
態
に
つ
い
て
協
定
し
て
い
る
。
労
働
者
の
地
域
管
理
も
、
廻
在
者
と
同
様
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ツ
心
。

こ
の
ほ
か
入
部
郡
の
協
定
書
で
は
卒
履
商
い
や
雪
駄
直
し
を
す
る
皮
多
に
つ
い
て
は
、
今
後
決
し
て
家
々
の
門
よ
り
内
に
入

れ
な
い
、
酒
造
場
や
水
車
場
に
も
近
づ
か
せ
な
い
、
ま
た
山
林
に
立
ち
入
り
木
を
伐
っ
て
い
る
の
を
見
付
け
れ
ば
訴
え
出
る
と

し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
村
々
の
地
域
管
理
は
、
き
わ
め
て
排
他
的
で
差
別
的
な
性
質
を
露
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

後
述
の
よ
う
に
市
域
に
は
、
酒
造
業
や
素
翻
業
と
い
っ
た
産
業
が
め
ざ
ま
し
く
発
展
し
た
。
そ
れ
に
連
れ
て
労
働
市
場
も
拡

大
さ
れ
、

ま
た
労
働
者
の
賃
金
も
全
体
に
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
に
新
た
な
矛
届
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

農
村
自
体
も
好
景
気
で
あ
れ
ば
矛
盾
は
顕
在
化
し
な
い
の
だ
が
、
飢
箆
な
ど
に
よ
っ
て
良
村
の
状
態
が
悪
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は

政
ち
に
地
域
に
働
く
人
々
へ
の
圧
力
、
規
制
強
化
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
協
定
舎
は
有
効
期
間
持
年
と
決
め
て

村落社会の趨勢

い
な
く
と
も
、
再
び
同
様
な
事
態
に
な
る
と
そ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
嘉
、
氷
一
一
ア
年
間
郡
で
は
再
び
協
定
舎
が
作
ら
れ
る
が
、
天

保
十
三
年
に
立
て
た
も
の
が
年
と
と
も
に
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
再
度
決
め
る
と
し
て
、
天
保
期
の
問
額
を
定
め
て
い
る
。

近
世
は
、
対
外
戦
争
が
な
か
っ
た
と
い
う
怠
味
に
お
い
て
、
平
和
な
時
代
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
戦
士
身
分
と

紡
長
戦
争

と
村
々

し
て
武
士
が
体
制
的
に
存
在
し
、
時
折
軍
事
訓
練
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
文
化
期
以
降
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
・

第二節

ロ
シ
ア
の
船
が
臼
木
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
り
、

よ
う
や
く
海
防
の
必
要
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
世
の

t企i!i E霊'ii:誠司m74I 



写真 160 「明石務京

都合j{/J郷人足

ぉ；i内閣付11長」
（表110

「
泰
平
」
を
絞
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
嘉
永
七
年
九
月
、

ロ
シ
ア
箪
蹴
デ
ィ

ア
ナ
号
が
大
阪
湾
に
進
入
し
天
保
山
神
に
停
泊
似
す

る
に
及
ん
で
に
わ
か
に
「
摂
海
防
衛
」
が
日
程
に

の
ぼ
り
始
め
る
。
こ
の
時
の
騒
然
と
し
た
様
子
を

る
。
ベ
リ
l
の
浦
賀
来
航
か
ら
数
え
て
、

「
近
来
年
代
記
」
は
っ
御
公
儀
に
は
上
を
下
へ
と
お
お
そ
う
ど
う
に
し
て
、
槍
よ
鉄
砲
と
て
お
お
さ
わ
ぎ
な
り
」
と
記
し
て
い

い
そ
ぎ
尼
崎
藩
や
明
石
滞
も
沿
岸
防
備
の
た
め
動

カ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

員
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
市
域
の
村
々
で
は
昨
っ
て
わ
い
た
よ
う
に
御
用
金
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
石
藩
で
は
悶
年
「
奥
田
船

渡
米
に
つ
き
御
用
金
L

を
領
内
村
々
に
賦
課
し
て
い
る
し
、
幕
府
領
村
々
で
は
「
海
岸
制
御
備
向
御
入
用
」
と
い
う
名
目
で
拠
金

形
で
時
代
の
流
れ
は
村
々
に
及
ん
で
い
っ
た
。

が
命
ぜ
ら
れ
、
例
え
ば
入
部
都
中
村
で
は
安
政
一
一
一
年
に
村
内
一
六
名
の
連
名
で
金
二

O
閥
を
上
納
し
て
い
る
。

ま
ず
こ
う
し
た

こ
れ
を
機
に
、
国
内
で
は
幕
府
の
開
悶
政
策
に
対
決
す
る
按
夷
派
の
動
き
が
活
発
と
な
り
、
完
治
元
年
（
一
八
六
四
）
そ
の
中

心
で
あ
っ
た
長
州
帯
が
禁
門
の
変
を
起
こ
す
と
、
滞
士
の
退
路
に
あ
た
る
京
・
兵
時
間
の
緊
張
は
一
挙
に
高
ま
っ
た
。
明
石
器

は
こ
の
時
も
京
都
労
街
を
命
ぜ
ら
れ
て
出
動
し
、
領
内
村
々
に
人
足
を
割
り
掛
け
て
い
る
。

つ
い
で
、
幕
府
に
よ
る
長
州
征
伐
が
一
克
治
元
年
八
月
に
始
ま
っ
た
。
翌
一

一
月
停
戦
を
み
た
が
、

L
！
こ
土
己
H
H
長
主
在

日

f
F
b
v
t本山
W
A
ノ？
3
1
ν

川
茂
承
を
総
替
に
在
じ
て
第
二
次
征
設
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
丘
（
鴎
津
で
は
進
発
に
伴
い
お
び
た
だ
し
い
人
足
が
必
要

742 ;t~？誌の役会第五？立



と
な
る
と
し
て
、
助
郷
五
人
カ
村
、
加
劫
郷
九
カ
村
あ
わ
せ
て
六
七
カ
村
に
七

0
0
0人
の
正
人
足
の
提
供
を
申
し
出
て
い
る
。

正
人
足
と
は
金
銭
で
納
め
て
人
足
立
総
う
の
で
は
な
く
、
村
々
か
ら
直
接
人
足
を
出
す
こ
と
を
い
う
が
、
七

0
0
0人
と
は
当

い
か
に
多
数
の
本
聞
が

時
の
兵
庫
浮
の
人
口
が
約
二
万
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
一
一
一
五
%
に
当
た
る
数
字
で
あ
る
。

村落社会の趨勢

数

板翁村のf獄どな

「
松
の
木
の
間
か
ら
職
や
ら
赤
色
其
外
い
ろ
い
ろ
の
衣

通
過
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

服
き
ら
き
ら
と
光
る
甲
山
内
も
見
へ
」
祭
礼
の
よ
う
で
、
昔
の
太
閤
記
の
軍
装
と
少
し
も
変
ら
な
か

征；長率 （「言i3Il道之友J)

っ
た
と
「
記
臆
之
友
｝
の
作
者
は
少
年
の
頃
の
印
象
を
記
し
て
い
る
。

助
長
戦
争
に
伴
っ
て
求
め
ら
れ
た
人
足
は
、
宿
駅
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
兵
賦
」
と
よ

ば
れ
る
現
地
派
遣
の
歩
兵
人
足
が
、
幕
府
鎖
で
は
一

0
0
0お
に
一
人
を
基
準
に
割
り
当
て
ら
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
強
壮
な
男
子
、
が
求
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
正
人
足
で
あ
り
、
高
給
で
日
憾
な
ど
を

写真 161

坂
本
村
で
は
百
姓
助
放
の
伴
銀
政
（
一
二
歳
）

雇
っ
て
村
人
に
代
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

月
に
長
州
へ
向
け

と
、
徳
右
衛
門
体
善
之
助
の
二
人
が
選
ば
れ
、
善
之
助
で
い
え
ば
慶
応
二
年

て
出
立
し
て
い
る
。
彼
に
対
し
村
で
は
前
年
十
一
月
四
日
一

O
阿
を
払
い
、
出
発
当
日
さ
ら
に
銀

人

人
t
i
1
L
4
i

噌

tゐ
宅

A

H

3

0

A

U

Jrri 

今

，

“

今

，

“

今

，

，

“

今

，

“

．

．

．

．

 

戸

3
4
B
勾

δ

今、
υ

司
J

u

t

－

第二節

表 190

玉条

凶
匁
（
一
一
内
一

O
一
…
匁
間
分
耕
甘
え
で
一

O
問
分
）
止
を
渡
し
て
い
る
。
合
わ
せ
て
二

O

一貫一

資料： r武jj・.5

間
に
な
る
が
、

一
O
珂
は
幕
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
正
規
の
給
金
（
年
間
）
で
、
残
る

O
両
は
村
方
か
ら
の
増
給
金
で
あ
ろ
う
。
所
に
よ
っ
て
は
五

O
問、

八

O
両
と
い
っ

た
増
給
金
を
出
し
て
い
る
地
方
も
あ
る
が
、
給
金
な
上
乗
せ
し
な
い
と
兵
賦
人
の
確

保
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
増
給
分
は
、
村
人
が
割

近日をll:.議fi¥III743 



り
合
っ
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

あ
わ
せ
て
村
々
に
は
軍
資
金
の
献
金
が
求
め
ら
れ

鹿
ぃ
比
二
年
五
月
幕
府
は
、
第
二
次
征
長
を
控
え
て
江
戸
・
大
坂
・
兵

障
の
一
日
後
商
と
汲
ん
で
幕
府
領
の
農
民
に
対
し
て
も
征
長
授
の
献
金
を
命
じ
て
い
る
が
、
入
部
郡
板
宿
村
が
殺
し
出
し
た
献
金
額

は
m
m
五
時
で
、
そ
の
内
訳
は
表
山
の
通
り
で
あ
る
。
同
年
よ
り
五
年
賦
で
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
一
年
自
の
慶
応
一
一
一

年
末
に
は
幕
府
は
も
は
や
な
い
。

2 

近
世
後
期
の
人
口
動
態

村
の
人
口
と

人
口
支
持
力

人
口
の
変
動
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
地
域
の
経
済
的
環
境
や
住
民
の
生
活
意
識
な
ど
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
位
後
半
期
に
お
け
る
市
域
農
村
で
は
、
商
業
的
良
業
が
進
展
し
、
と
く
に
灘
地
域
で

は
醸
造
業
・
絞
油
業
な
ど
の
工
業
も
興
っ
て
、

そ
の
経
済
的
環
境
も
か
な
り
変
貌
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
環
境
を
ふ
ま
え

て
各
村
々
の
人
口
変
動
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
各
村
々
の
人
目
を
、
農
業
生
産
高
と
り
わ
け
主
食
で
あ
る
米
の
収
楼
高
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
が
表
山
で
あ
る
。

村
の
米
政
高
が
わ
か
る
史
料
に
乏
し
い
の
で
、
年
に
よ
る
差
も
生
じ
る
が
、
便
宜
的
に
村
の
石
高
を
も
っ
て
人
口
と
対
比
し

て
み
た
も
の
で
、

一
人
当
た
り
の
石
高
を
縦
軸
に
と
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
村
高
が
実
際
の
収
穫
高
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
、
さ
ら
に
年
賀
納
付
な
ど
の
こ
と
も
あ
っ
て
単
純
に
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
農
業
生
産
と
人
口
を
大
ま
か
に
把
握

す
る
方
法
と
し
て
利
用
し
た
い
。

744 幕末の社会第五主主
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1人当たワ石高からみた村の配置表 191

淡

業

i ~世

山
氏
・
余
業
製

・＊尻池1.86 

. gg代1.81 

－板宿1.78 

．大手1.68 

• j翁｛白尾1.81 

・ l!'司ド1.70 

2. 0 

計一近歴史編ill74ラ



い
ま
一
人
年
間
消
技
量
一
一
ね
と
い
う
法
却
を
取
っ
て
、
そ
れ
よ
り
石
高
の
大
き
い
村
は
民
業
生
産
だ
け
で
人
れ
支
持
カ
が
あ

る、

つ
ま
り
そ
れ
だ
け
の
人
々
の
食
績
が
賄
え
る
と
し
、
逆
に
一
よ
り
小
さ
い
村
は
そ
の
支
持
力
が
な
い
と
考
え
て
み
る
。
こ

れ
で
み
る
と
、
明
石
部
の
繁
田
・
大
畑
村
、
有
馬
郡
の
市
中
大
沢
・
上
浮
上
村
、
長
議
郡
の
東
下
・
市
僧
尾
村
な
ど
、
こ
の
一
一
一

部
で
は
大
部
分
の
村
が
一
よ
り
大
き
く
、
農
業
生
産
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
わ
ば
「
山
口
出
業
型
一
で
あ
る
。

一
方
、
八
部
郡
・
菟
原
郡
で
は
村
に
よ
る
差
が
大
き
く
、
二
石
近
い
束
尻
池
・
商
代
村
な
ど
か
ら
、

0
・
二
五
以
下
の
一

茶
屋
・
御
影
村
ま
で
、

そ
の
中
間
を
今
日
め
て
幅
広
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
石
高
の
方
が
小
さ
い
村
は
、

ユ
ホ
ミ
こ
L

へ二
j

t
ヵ
b
V
7
1
ノマイ

魚
崎
・
神
戸
村
な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
、
柑
造
業
や
海
運
業
の
感
ん
な
村
で
、
こ
う
し
た
農
業
以
外
の
産
業
が
支
持
力
と
な
っ

て
お
り
、
社
会
的
分
業
の
進
ん
だ
「
尚
工
業
型
」
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
同
型
の
中
間
に
当
た
る

人
ご
ね
と
い
う
什
拡
散
中
に
近
い
村
々
の
場
合
は
、
民
業
を
主
た
る
生
業
と
し
な
が

ら
も
、
な
お
か
つ
何
ら
か
の
余
業
を
も
必
要
と
す
る
「
出
・
余
業
製
」
の
村
と
み
て
よ
い
。
以
下
順
に
そ
の
変
動
を
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

各
村
の
人

口
変
動

ま
ず
農
業
型
の
村
の
幕
末
期
に
い
た
る
人
口
の
動
き
を
み
る
と
、
時
期
に
よ
っ
て
若
干
の
起
伏
を
示
し
な
が
ら

も
、
全
体
と
し
て
は
停
滞
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
型
の
例
と
し
て
入
部
郡
板
宿
村
を
と
っ
て
、
そ
の
変

選
の
要
問
を
採
っ
て
み
よ
う
（
表
問
）
。
ま
ず
出
生
数
・
死
亡
数
と
も
に
年
に
よ
る
偏
り
が
か
な
り
あ
っ
て
、
出
生
率
で
は
一

J

内
・
六
%
、
死
亡
事
で
は
一

1
一
た
・
一
二
%
の
幅
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
増
減
も
年
に
よ
っ
て
変
動
し
、
一

%
程
度
地
加

の
年
も
あ
れ
ば
、
一
一
一
・
九
%
も
減
少
す
る
年
も
あ
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。

た
だ
文
化
期
か
ら
幕
末
期
へ
か
け
て
の
時
期
を

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
不
安
定
な
が
ら
わ
ず
か
に
出
生
数
が
上
問
っ
て
お
り
自
然
増
の
型
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
民
業
を
基
本

746 
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勾
，
“
今
、
v

生

29ヲ

282 

280 

29号

285 

287 

人口

311 

5 (1822) 

8(1825) 

文化 4(1807)

グ 15(1815)

交政 2(1819) 

7 (1810) 

グ 11(1814) 

代手
十4d 

// 

ノア

／／ 

283 言宗永 6(1853) 

安政 4(1857) 

299 6 (1859) // 

(0. 7) (1. 0) 
女久 2(1862) 

と
す
る
社
会
で
は
飢
能
・
伝
染
病
な
ど
の

切：

影
響
を
除
け
ば
、

一
般
的
に
は
自
然
取
の

近

傾
向
を
た
ど
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合

E歪史編Ill

は
母
集
団
も
小
さ
く
小
幅
な
が
ら
変
動
の

多
い
推
移
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
社
会
的

庁
、
取
の
方
は
、
転
出
入
と
も
に
一
%
を
超

え
る
年
は

例
の
う
ち
の
一
一
一
、

四
例
で

低
く
、
小
…
帽
の
変
動
を
繰
り
返
し
て
お
り
、

」
の
時
期
全
体
と
し
て
は
援
引
き
変
化
な

く
、
社
会
的
増
減
が
人
口
に
及
ぼ
す
影
響

は
少
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し

て
村
人
口
は
小
幅
の
増
減
を
繰
り
返
し
な

（注） （ 〉はi主ヰ・i%o

資料：「武井線放会文；1trJ

が
ら
停
滞
状
態
で
捻
移
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
同
じ
幾
業
型
の
有
馬
郡
結
場

村
の
場
合
は
、
文
化
末
年
（
一
八
一
八
）
か

ら
天
保
期
に
明
大
局
前
が
あ
り
、
以
後
幕

小
中
小
ま
で
そ
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。
こ
の

747 



(tli位．人）

十4
(3. 9) 

十4
(3. 3) 

十6
(4. 9) 

十l
(0. 8) 

結 場 村 の 人 口 動態

8〔6〕
(7. 8) 

12〔11〕
(9. 8) 

13〔10〕
(10. 6) 

8〔7〕
(6. 7) I 

転入自然増減死亡

(1. 0) 

2 
(1. 6) 

(1. 6) 

2 
(1. 7) 

表 193

出生

// 

変
動
の
原
悶
を
み
よ
う
と
し
た
の
が
表
山
で
あ
る
。
こ
こ
に
7

べ
ら
れ
る
文
政
九
年

（
一
八
一
一
六
）
か
ら
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
と
も
自
然
増
加
・

社
会
地
加
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
問
題
は
社
会
期
加
の
方
で
、
人
口
母
体
に
比

し
て
転
入
・
転
出
と
も
に
著
し
く
数
量
が
多
い
。
こ
れ
は
史
料
に
奉
公
人
と
し
て

注
記
さ
れ
て
い
る
人
数
の
多
さ
に
よ
っ
て
お
り
、
村
内
に
あ
る
こ
射
の
人
力
絞
油

業
へ
の
就
労
者
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
農
村
工
業
の
よ
う
な
農
外
産
業

が
存
在
す
る
場
合
は
、
そ
の
問
、
流
入
人
口
に
よ
る
社
会
地
が
あ
っ
て
人
口
の
刑

大
局
聞
が
現
れ
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
人
口
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
が
上
浮
上
村

で
、
化
政
期
の
停
滞
傾
向
か
ら
天
保
末
年
（
一
八
四
四
）
以
後
に
増
大
局
面
が
み
ら

れ
る
。そ

れ
で
は
、
社
会
的
分
業
の
進
ん
だ
商
工
業
裂
の
場
合
を
、
菟
原
郡
魚
崎
村
の

例
で
み
て
み
よ
う
。
魚
崎
村
で
は
、
文
化
期
以
後
幕
末
期
に
か
け
て
、
人
口
は
塙

（注） ( ユはうち宣告公人数。

（ ）は比率%。

大
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
な
お
同
村
沼
造
業
の
発
展
朋
に
当
た
っ
て

お
り
、

そ
の
こ
と
が
人
口
増
大
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表
山
に
よ
っ
て
、
そ
の
増
大
の
特
質
を
採
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
社
会
的
増
減
を

み
る
と
、
天
保
末
期
以
後
転
入
率
は
ほ
と
ん
ど
の
年
で
転
出
率
を
上
ま
わ
っ
て
お

り
、
社
会
増
の
顕
向
が
明
瞭
に
読
み
と
れ
る
。

ま
た
FU然
噌
減
の
方
も
、
こ
の
附

748 為：i;;tミの社会~l沼： Ij'.1:
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ロ士数減

十6
(0. 7) 

+10 
(1.。）

十17
(1. 8) 

÷3 
(0. 3) 

十5
(0. 5) 

-4 
(0. 4) 

十28
(2. 8) 

+15 
(1. 4) 

社会増減

十6
(0. 7) 

十8
(0. 8) 

十l
(0. 1) 

十4
(0. 4) 

+6 
(0. 6) 

十6
(0. 6) 

十10
(1.。）

転出

10 
(1. 1) 

8 
(0. 8) 

(0. 5) 

10 
(1.。）

8 
(0. 8) 

12 
(1. 2) 

8 
(0. 8) 

9 
(0. 9) 

転入

16 
(1. 7) 

8 
(0. 8) 

(1. 3) 

(1. 1) 

(1. 2) 

18 
(1. 8) 

14 
(1. 4) 

19 
(1. 8) 

自然域減

。
十10
(1. 0) 

+9 
(0. 9) 

十2
(0. 2) 

+1 
(0. 1) 

-10 
(1. 0) 

十22
(2. 2) 

十5
(0. 5) 

死亡

28 
(3. 1) 

13 
(1. 4) 

(2. 2) 

30 
(3.。）

28 
(2. 8) 

28 
(2. 7) 

15 
(1目 5)

19 
(1. 8) 

!I¥!£ 

28 
(3. 1) 

23 
(2. 4) 

30 
(3. 1) 

(3. 2) 

29 
(2. 9) 

18 
(1. 8) 

37 
(3. 7) 

24 
(2. 3) 

1, 

グ 15(1844) 

ヲミ保13(1842) 

弘化 2(1845)

嘉永 2(1849) 

4(1847) 

4(1851) 

6 (1853) 

代年

// 

／／ 

// 

7 (1854) // 

加
は
出
生
率
が
二
%
に
達
し
な
い
年
は

例
だ
け
で
、
逆
に

一
%
を
超
え
る
例
が
半
分
あ
っ
て
、

そ
の
率
は
高
く
、
死
亡

中
和
も

一
%
と
高
い
が
、
一
一
例
を
除
い
て
他
の

年
は
い
ず
れ
も
岳
然
増
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
全
期

問
を
総
合
す
る
と
年
平
均
約
一
%
の
人
口
増
加
と
な
っ
て
い

る
。
高
工
業
活
動
の
上
昇
期
は
、
人
口
の
う
え
か
ら
み
る
と

自
然
増
型
・
流
入
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
同
じ
商
工
業
製
の
八
郎
郡
神
戸
村
の
場
合
を
検
討
し

て
み
た
い
。
表
山
は
神
戸
村
の
人
口
変
還
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
村
人
口
は
天
保
前
期
に
一
時
増
大
し
て
い
る
が
、

以
後
は
概
し
て
緩
や
か
な
減
少
増
大
の
波
状
を
示
し
て
い
る
。

神
戸
村
は
海
運
業
・
酒
造
業
な
ど
の
進
ん
だ
村
で
あ
る
が
、

（注） （ ）は比率%。

資料： r魚崎財産j玄文芸む

」
の
時
期
は
両
業
と
も
上
灘
に
押
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
て
、

そ
の
停
滞
が
こ
う
し
た
緩
や
か
な
動
き
に
反
映
さ
れ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
同
村
の
嘉
、
水
七
年
（
一
八
五
回
）
の
出
生
率
は

二・

OMP、
死
亡
率
は
一
・
五
%
で
や
は
り
rM然
増
型
を
一
部

し
、
転
入
率
は
一
・
三
%
、
転
出
率
は

・
一
一
%
で
こ
れ
も

t立・近歴史言語IIl749 



（単位：人）

年 代 人口 男 女

天和～貞苓（1681～8) 1,293 706 587 

元禄 3(1690) 1,382 764 618 

グ 14(1701) 1, 621 884 737 

宝暦10(1760) 1, 985 

交政13(1830) 2,637 1,349 1,288 

天保 3(1832) 2,640 1,357 1,283 

グ 4(1833) 2,666 1,370 1,296 

か s(1834) 2,670 1, 361 1,309 

か 8(1837) 2,624 1,337 1,287 

グ 10(1839) 2, 541 1, 293 1,248 

グ 11(1840) 2,442 1,240 1,202 

弘化 2(1845) 2,558 1,297 1, 261 

嘉永 3(1850) 2,547 1,270 1, 277 

グ s(1852) 2,522 1, 257 1,265 

グ 6(1853) 2,533 1, 261 1, 272 

安政 s(1858) 2, 605 I 1, 305 1,300 

神戸村の人口変遊表 195

流
入
型
と
な
っ
て
、
高
工
業
型
の
特
徴
を
も
っ
て
い

る
が
、
そ
の
相
は
い
ず
れ
も

0
・五
J
、
0
・
ニ
%
と

か
な
り
の
小
幅
に
止
ま
り
、
結
果
と
し
て
は
停
滞
的

資料：神戸市立中央図書3館所蔵文書

と
も
い
え
る
徴
増
局
間
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
両
型
の
中
間
に
あ
た
る
農
・
余
業

型
の
動
態
を
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
例
と
し
て
菟
原

郡
上
野
村
を
と
り
あ
げ
る
（
表
出
。
村
人
口
は
、
文

政
期
以
後
幕
末
期
に
か
け
て
漸
減
傾
向
を
示
し
て
い

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
期
間
の
出
生
率
は

O

四
J
一
一
一
・
六
%
の
間
を
、
ま
た
死

t
ふ
み
は
一
・
一
一
一
J

り
、
先
の
農
業
型
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。

五
・
一
一

μ
の
鴎
を
上
下
し
、
年
に
よ
っ
て
一
・
八
%
ほ
ど
増
加
し
た
り
、
あ
る
い
は
ニ
・
九
%
も
減
少
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

い
る
。

し
か
し
全
体
と
し
て
み
れ
ば
や
は
り
死
亡
が
や
や
上
回
り
、
自
然
滅
型
を
示
し
て

し
か
し
社
会
増
減
の
方
は
、
転
入
率

0
・
四
J
一
・
八
%
、
転
出
率

0
・
八
J
二
・
一

%
で
、
商
工
業
型
に
比
べ
て
低
く
、

む
し
ろ
こ
れ
も
農
業
型
に
近
い
。

た
だ
農
業
型
と
違
う
の
は
、
わ
ず
か

0
・
四

J
0
・
八
%
と
い
う
小
幅
で
は
あ
る
が
、
連
年

の
よ
う
に
転
出
率
が
上
回
っ
て
お
り
、
人
口
流
出
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

向
じ
良
・
余
業
型
の
入
部
郡
花
熊
村
の
場
合
も
、
出
入
り
は
あ
る
が
村
人
口
は
減
少
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
両
村
は

750 幕末の社会第五主主
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(!'j村立：人）上野村の人口動 態表 196

(2. 0) 

-8 
(3. 3) 

-6 
(2. 5) 

-4 
(1. 8) 

十3
(1. 3) 

(0. 4) 

十2
(0. 9) 

社会地減

(0. 4) 

(0. 4) 

(0. 8) 

(0. 9) 

(0. 4) 。

転出

(0. 8) 

(0. 8) 

4 
(1. 7) 

(2. 2) 

(0. 9) 

4 
(1. 8) 

(2. 2) 

転入

(0. 4) 

(0. 4) : 

附；
(1. 3) : 

(0. 4) 

4 
(1. 8) 

4 
(1. 8) 

自然増減

-4 
(1. 6) 

-7 
(2. 9) 

-4 
(1. 7) 

-2 
(0. 9) 

十4
(1. 8) 

(0. 4) 

十3
(1. 3) 

死亡

13 
(5. 2) 

10 
(4. 1) 

(2. 1) 

6 
(2. 7) 

3 
(1. 3) 

5 
(2. 2) 

3 
(1.3) 

日＼ ~j::_

9 
(3. 6) 

3 
(1. 2) 

240 I 1 
! (0. 4) 

226 I 4 
(1. 8) 

7 
(3. 1) 

4 
(1. 8) 

6 
(2. 6) 

249 

227 

225 

241 

人口

か 13(1830)

天！≫ 2 (1831) 

交政12(1829)

系氷 2(1849) 

5 (1852) 

6 (1853) 

{I:; l
 

r
t
 

// 

// 

(0. 4) 
227 7 (1854) // 

六
甲
南
麓
の
灘
白
地
域
に
属
し
、
山
民
業
を
主
と
し
て
い
る
が
、
付

近
に
は
水
車
絞
油
業
・
酒
造
業
ほ
か
各
種
商
工
業
が
展
開
し
、
労

働
需
要
を
擁
し
て
い
る
こ
と
が
、
時
村
の
人
口
流
出
の
背
景
と
し

て
想
定
さ
れ
る
。

な
お
、
明
石
郡
の
村
々
は
多
く
農
業
型
に
腐
し
て
い
る
が
、
史

料
に
恵
ま
れ
ず
、
た
だ
木
見
村
に
つ
い
て
は
、
人
口
動
態
が
う
か

え
が
る
の
で
、
と
く
に
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
木
見
村
は
村
高
か

ら
み
る
と
、
農
・
余
業
型
に
近
い
。
村
人
口
は
、
概
し
て
停
滞
傾

向
を
一
爪
す
が
（
表
店
、
天
保
期
後
半
は
減
少
局
面
が
あ
り
、
安
政

ー
文
久
期
に
は
逆
に
増
大
局
間
に
転
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
自
然
増

減
か
ら
み
る
と
、
出
生
率
は

0
1五
・
二
%
、
死
亡
率
は
一

1
四

一一
M
P

で
向
型
の
村
と
大
法
一
日
は
な
い
が
、
死
亡
率
の
上
問
る
時
期
と

出
生
率
の
上
回
る
時
期
が
や
や
継
起
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、

（注〉 （）は比率%。

資料：「坂本家Jz:ff:FJ

そ
の
よ
う
な
変
濯
を
一
不
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
天
保
期
の
不
作
な

ど
農
業
生
産
と
の
関
連
も
想
定
さ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
は

で
き
な
い
。

一
方
、
転
入
本
は

0
1
二
・
C
%
、
転
山
山
中
部
O
J四
%
と
、
こ

i!!: 近歴史編直7ラ玄
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）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

 

5
5
5
6
7
8
6
1
i
3
M
D
A
B
－

－

5

4

9

8

5

3

2

 

一
2

2

一

み

十

み

一

1・
一

三

一

0・
十

上

十

丘

一

し

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

 

転出転入自然椴減

(2. 0) 。
4 

(2. 0) 

(1. 1) 

(0. 5) 。

。

(1. 1) 。
）
 

4
B
A

戸、υ一0

．。
（
 

(0. 5) 

(0. 5) 

-4 
(2.。）。

(0. 4) 

-6 
(2. 4) 

3 
(1.5) 

(1. 0) 

8 
(4. 0) 

(1. 0) 

4 
(1. 7) 

(2. 8) 

。

(1. 0) 

(0. 5) 

4 
(2. 0) 

(1. 0) 

(1. 3) 

(0. 4) 

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

 

l
，b
〈

7
b
ぷ

U
2
r
b
1
2
0
3
A
U
3
H
3
4
9
9
0ッ

3

2

一
位

2
．
一

3．
＋

3．
一

1．
一

L
＋

上

十

L
十

丸

十

1．

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

 

3 I 4 
CL s) I (2. o) 

ci. 6) I (4. 2) 
0 I 6 

(3. 2) 

(1.。）

(1.5) 

(3. 6) 

(1. 5) 

4 
(1. 9) 

(1. 3) 

4 
(1. 6) 

死亡生出人口代''F 

202 

189 

天保 6(1835)

// 11(1840) 

186 グ 13(1842) 

8 
(4. 2) 

(0. 5) 

4 
(2. 1) 

6 
(3. 0) 

8 
(3. 9) 

12 
(5. 2) 

(2. 8) 

192 

198 

200 

231 

193 

207 

グ 15(1844)

りよ化 2 (1845) 

4 (184 7) 

嘉永 4(1851)

7 (1854) 

安政 5(1858) 

’F 

” 

246 文久 1(1861) 

れ
も
向
型
と
大
差
な
く
、

か
つ
全
体
と
し
て
は

転
出
数
が
上
回
っ
て
流
出
型
で
あ
る
の
も
、
山
以

ん
ぷ
業
型
の
特
徴
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
同
型
・
問
傾
向
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
明

石
部
の
農
業
型
も
他
都
の
場
合
と
似
た
傾
向
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

世
帯
規
模

の
縮
小
化

次
に
位
帯
規
模
の
状
況
を
と
り

あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
農
業
型

の
例
と
し
て
板
稿
村
の
世
帯
規
模
を
ま
と
め
た

の
が
表
別
で
あ
る
。

世
帯
平
均
五
人
台
で
ほ

（俊） 〔）は比本%。

資料神戸市立中央図Z号館所級交；IJ

と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

し
か
も
貞
享
コ
一
年
（

六
八
六
）
当
時
の
一
世
帯
平
均
人
数
が
五
・
五
人

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
近
散
を
通
じ
て

世
裕
規
模
は
五
人
台
で
目
立
っ
た
変
化
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
水
田
良

業
経
営
の
維
持
に
は
一
定
の
労
働
力
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
生
産
構
造
と
の
関
連

752 ft'~Jlミの社会第五'ltc



を
想
起
さ
せ
、
単
婚
家
族
を
基
本
に
し
た
家
族
構
成
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
農
業
に
立
脚
す
る
型
の
特

徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

i!t 近

そ
れ
で
は
、
農
・
余
業
型
の
場
合
は
ど
う
か
。
そ
の
例
に
上
野
村
の
世
帯
人
数
を
表
山
で
み
て
み
よ
う
。
文
政
十
一

の
平

E賢史謀議政

均
四
・
三
人
は
、
嘉
、
氷
こ
ろ
に
は
一
一
一
人
台
に
な
っ
て
、
幕
末
に
か
け
て
わ
ず
か
な
が
ら
も
減
少
額
向
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
村
の
場
合
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
O
）
こ
ろ
に
は
、

七
八
八
）
で
は
平
均
四
・
五
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
、 二

戸
の
平
均
が
五
・
四
人
を
数
え
、

近
位
前
期
は
農
業
型
と
向
じ
五
人
台
で
あ
っ
た
も
の
が
、

次
第
に
減
少
し
て
き
た
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
下
っ
て
天
明
八
年

こ
の
一
八
世
紀
に
入
る
元
禄
期
か
ら
宝
麿
期
に
か
け
て
は
、
灘
自
で
の
在
方
商
工
業
の
進
展
が
み
ら
れ
た
時
期
に
あ
た
る
が
、

村落社会の趨勢

板宿村の世帯人数表 198

第二節

入
5. 5 

5.5 

5. 4 

5.6 

5. 4 

5. 2 

4. 9 

5.3 

5.4 

5. 1 

数

点卒 3(1686) 

文化 4(1807)

グ 7(1810) 

グ 11(1814)

交政 2(1819) 

グ 8(1825) 

築永 6(1853) 

安政 4(1857) 

// 6(1859) 

文久 2(1862)

F' 
59 

56 

55 

53 

53 

53 

57 

55 

55 

58 

戸口

人
327 

311 

2ヲ9

299 

287 

280 

283 

292 

299 

300 

人代ま下

資;j'cif：「武井幸員数会文努」，「秋宗家文芸｝J

上野村の世帯人数表 199

人
5.4 

4. 5 

4. 3 

4.2 

4. 2 

4. 1 

3.9 

3.9 

3.9 

数

寛文10(1670) 

天明 8(1788) 

文政12(182守）

// 13(1830) 

天保 2(1831) 

姦永 2(1849) 

グ 5(1852) 

グ 6(1853) 

。7(1854) 

F' 
35 

53 

57 

57 

57 

54 

57 

57 

57 

一戸口

人
191 

239 

249 

241 

240 

226 

227 

225 

227 

人ィt年

資料：「坂本家文芸む

アラ3



神戸村の世；治人数

人
5. 5 

3. 7 

3.6 

3.5 

3.5 

3. 7 

3.6 

3司 6

3.6 

3. 7 

数

F' 
291 

531 

732 

735 

744 

679 

699 

706 

691 

703 

戸ロ
人

1, 621 

1,985 

2,637 

2,640 

2,670 

2,541 

2,558 

2, 547 

2, 533 

2,605 

人

表 200

代

元禄14(1701)

窓際10(1760)

文政13(1830)

天保 3(1832) 

グ 5(1834) 

グ 10(1839)

弘化 2(1845) 

嘉永 3(1850) 

グ 6(1853) 

安政 5(1858) 

和
ザ

上
野
村
で
は
人
口
の
増
加
と
、
以
刊
に
戸
数
の
増
加
が
著
し
く
進
ん
で
い
る
。

て
し
て
、

幕
末
期
に
は
前
述
の
よ
う
に
、
戸
数
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は

資料：神戸市立中央図Z書館所蔵文m

な
い
が
、
村
外
へ
の
人
口
流
出
が
み
ら
れ
、
枇
市
規
模
の
縮
小
が
ゆ
る
や

か
に
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
農
・
余
業
型

の
特
徴
と
い
え
る
。

次
に
、
農
業
以
外
の
産
業
が
進
ん
だ
商
工
業
型
の
場
合
を
神
戸
村
の
例

で
み
て
み
よ
う
（
表

m
y
神
戸
村
で
は
史
料
で
確
か
め
ら
れ
る
宝
暦
十
年

（
一
七
六
O
）
に
、
す
で
に
一
位
帯
一
平
均
人
数
は
一
一
了
七
人
で
あ
り
、
以
後

幕
末
ま
で
一
一
一
・
六
人
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
水
国
農
業
に
比
べ
て
、
商

規
模
の
縮
小
化
が
進
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。

工
業
の
場
合
は
、
労
働
編
成
に
家
族
の
大
き
さ
が
影
響
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
単
身
者
を
含
む
出
稼
ぎ
人
口
を
抱
え
て
、
世
帯

模
別
構
成
比
を
と
っ
て
み
よ
う
。

さ
て
こ
う
し
た
平
均
値
に
表
れ
た
世
帯
規
模
の
変
動
、
と
く
に
そ
の
縮
小
化
の
実
態
を
考
え
て
み
る
た
め
に
、
次
に
役
帯
規

国
印
A
は
ま
ず
農
業
型
の
板
宿
村
の
場
合
で
あ
る
。
六
人
家
族
が
も
っ
と
も
多
く
全
戸
数
の
約
二
八
%
、

四
分
の
一
以
上
を

従
っ
て
同
様
に
一
戸
数
は
減
り
、

占
め
て
い
る
。
そ
し
て
人
数
が
増
え
る
に
従
っ
て
戸
数
は
減
り
、
最
大
は
九
人
家
族
で
一
一
一
%
と
な
り
、
逆
に
家
族
数
が
減
る
に

一
人
位
帯
も
一
一
%
程
度
は
存
在
し
て
い
る
。
型
と
し
て
は
も
っ
と
も
標
準
的
な
姿
と
い
え
る
。

次
に
図
印

B
は
農
・
余
業
型
の
上
野
村
の
例
で
あ
る
。
家
族
数
一
一
一
J
六
人
の
一
戸
数
が
い
ず
れ
も
ニ
O
%
程
度
ず
つ
あ
り
、
こ
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れ
よ
り
家
族
数
が
多
い
場
合
は
戸
数
が
少
な
く
な
る
が
、

八
人
家
族
ま
で
は
存
在
し
、
ま
た
人
数
が
少
な
い
場
合
も
一
戸
数
は
減

る
が
、

一
人
世
帯
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
型
は
標
準
的
な
農
業
型
と
阿
賀
の
「
家
」
そ
の
も
の
は
な
お
存
在
し
な
が
ら
、
家
族
の

う
ち
か
ら
単
身
で
離
れ
て
行
く
出
稼
ぎ
の
姿
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
図
叩
C
が
商
工
業
型
の
魚
崎
村
の
世
帯
構
成
で
あ
る
。
一
人
世
帯
が
全
体
の
一
七
%
、
一
一
人
世
帯
も
一
一
一
一
%
と
い
う
高

率
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
次
い
で
戸
数
と
し
て
は
少
な
い
が
一

O
人
・
一
一
人
家
族
が
存
在
し

て
い
る
の
も
他
の
型
で
は
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
一
人
位
帯
の
多
さ
は
、
農
業
型
と
は
質
の
異
な
る
「
家
し
構
成
で

あ
る
こ
と
の
端
的
な
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
出
稼
ぎ
の
流
入
人
口
を
抱
え
る
場
合
の
典
型
的
な
型
と
し
て
措
定
で
き
る
。

年
齢
別
人
口
構

成
の
な
一
タ
イ
プ

次
に
こ
れ
ら
一
一
一
型
の
年
齢
別
人
口
構
成
を
採
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
農
業
型
の
板
桔
村
が
留
日
A
で
あ

る
。
資
料
と
し
て
い
る
母
集
団
が
小
さ
い
た
め
、
部
分
の
煽
り
が
や
や
綴
端
に
表
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
他
の

場
合
も
同
じ
で
あ
る
）
が
、
低
年
齢
層
が
多
く
、
年
齢
が
進
む
に
従
っ
て
次
第
に
減
少
す
る
と
い
う
、
最
も
標
準
的
な
詰
士
山
型

に
通
ず
る
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
、
由
民
・
余
業
裂
で
あ
る
上
野
村
の
年
齢
別
構
成
（
閉
山
日
目
）
で
は
若
年
層
が
少
な
く
、
特
に
女
子
に
そ
れ
が
顕
著

で
あ
る
。

た
だ
一

O
歳
以
下
層
の
少
な
さ
（
八
%
以
下
）
は
、
過
去
一

0
年
間
ほ
ど
の
出
生
率
の
低
下
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
が
、

理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
同
じ
農
・
余
業
型
に
属
す
る
明
石
郡
の
木
見
村
や
和
国
村
で
は
、

一
O
歳
以
下
憶
が
一
一
一
%
前
後

を
占
め
て
お
り
、
こ
の
方
（
図
“
お
）
は
全
体
と
し
て
流
出
す
る
若
年
労
働
層
が
く
び
れ
た
形
の
足
型
に
比
定
で
き
る
。

最
後
に
、
商
工
業
型
の
魚
崎
村
の
場
合
が
国
内
山
C
で
あ
る
。
労
働
力
流
入
型
と
し
て
一

O
歳
以
上
五
五
歳
ま
で
の
年
齢
層
が

厚
い
型
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
単
身
者
の
世
帯
が
多
い
こ
の
型
で
は
、
人
口
総
数
に
対
す
る
出
生
数
の
比
率
が

7ラ6;f；~米の社会主（JJi'.l芋



相
対
的
に
小
さ
く
な
る
と
み
え
、
五
歳
以
下
層
の
切
れ
込
ん
だ
型
と
な
っ
て
い
る
。

板宿村（安政6(1859)) 
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