
宝
暦

･
天
明
期
津
軽
藩
農
村
の
諸
問
題

は

じ

め

に

幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
宝
暦
-

天
明
期
の
も

つ
意
義
に
つ
い
て
は
､
諸
先
学
に

よ
っ
て
多
-
の
指
摘
が
な
さ
れ
､
個
別
藩
政
史
研
究
に
お
い
て
も
'
改
革
前
提
期
と

し
て
の
重
要
性
か
ら
､
当
該
期
の
研
究
は
厚
い
蓄
積
を
も

っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
､
藩
政
改
革
が
階
級
支
配
の
変
質

･
動
揺

へ
の
対
応
で
あ
り
､
従

っ
て
'

基
礎
構
糧
を
中
心
と
し
た
社
会
変
動
の
集
中
的
表
現

へ
の
対
応
で
あ
る
こ
と
か
ら
-

る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
津
軽
藩
に
つ
い
て
見
た
と
き
､
研
究
史
的
蓄
積
が
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡

こ
の
こ
と
は
､
津
軽
藩
寛
政
改
革
研
究
に
も
直
接
反
映
し
て
お
り
､
単
に
政
策
内

容
の
概
略
的
把
握
の
み
に
と
ど
ま
り
､
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
'
備
荒
貯
蓄
､
藩
士

土
着
､
藩
校
の
創
設
と
い
う
三
大
政
策
も
'
背
景
や
実
態
分
析
の
希
薄
な
政
策
論
に

陥

っ
て
い
る
観
が
あ
る
｡
し
か
も

一
政
策
完
結
の
研
究
で
あ
る
た
め
に
､
政
策
後
の

藩
政
の
動
向
や
社
会
的
変
動
に
も
連
続
し
難
-
'
寛
政
期
そ
の
も
の
が
他
の
時
期
か

ら
浮
き
あ
が

っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
学
ん
で
い
る
｡

こ
の
期
の
分
析
は
､
後
に
続
-
解
休
期
研
究
に
と

っ
て
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
'

特
に
津
軽
藩
で
は
'
改
革
期
に
蕉
起
し
て
-
る
北
方
問
題
の
幕
政

へ
の
影
響
を
考
え

る
時
'
寛
政
期
の
動
向
は
幕
末
ま
で
強
い
規
制
力
を
も

っ
て
-
る
｡

本
稿
は
そ
の
意
味
で
､
宝
暦
-
天
明
期
に
お
け
る
藩
政
の
課
題
を
明
示
す
る
こ
と

滝

本

寿

史

を
重
要
と
考
え
､
そ
の
体
系
化
の
中
に
寛
政
改
革
の
諸
政
策
と
そ
の
後
の
藩
政
を
展

望
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
､
今
回
は
特
に
収
奪
基
姫
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
o

同
時
に
'
津
軽
藩
基
礎
構
造
研
究
の

一
布
右
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
｡

藩
政
を

1
質
し
て
と
ら
え
､
各
期
の
総
体
的
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
は
､
特
に
津

軽
藩
政
史
研
究
に
お
い
て
急
務
と
さ
れ
る
研
究
課
題
で
あ
る
｡

滋
本
文
中
の
付
表

a
-

1
は
本
文
末
に

l
括
し
て
掲
げ
た

(編
集
委
)
0

一

宝
麿
-
安
永
期

の
状
況
と
領
主
的
対
応

二

)
農
村
状
況

当
該
期
の
農
村
状
況
を
､
安
永
三
年
､
平
田
森
村
庄
屋
か
ら
大
光
寺
組
代
官

へ
の

苦
上
で
あ
る

｢
大
光
寺
組
平
田
森
村
当
戸
数
人
別
増
減
調
帳
｣①

に
よ

っ
て
検
討
し

た
い
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'

｢
百
姓
｣
､

｢
高
無
｣
､

｢
旦
屈
収
｣
の
三
階
層
に
人
別

把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
明
確
な
区
分
規
定
を
行
う
材
料
は
も
ち
あ
わ
せ

②

な
い
が

､

津
軽
滞
特
有
と
思
わ
れ
る
､
農
民
の

｢高
無
｣
記
載
を
中
心
に
こ
れ
ら
の

諸
関
係
を
迫

っ
て
み
る
と
'
次
の
各
点
が
指
摘
さ
れ
る
｡

(表

2
-
C
参
照
)

(
-
)

｢
百
姓
｣
1

｢
高
無
｣

1

｢
旦
屡
取
｣
と
い
う
没
落
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
｡



へ2
)

｢
高
無
｣
層
の
再
生
産
は
'
上
層
農
と
小
作
関
係
に
入
る
こ
と
'
及
び
家
内

労
働
力
を
居
村

･
他
村

へ
奉
公
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
｡

(3
)
従

っ
て

｢
日
雇
取
｣
1

｢高
無
｣
1

｢
百
姓
｣
と
い
う
各
層
の
上
昇
転
化
は

難
し
-
'
階
層
構
成
は
両
極
分
解
の
方
向
に
向
か
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
｡
更
に
'

｢高
無
｣
層
が

｢
日
雇
取
｣
層

の
析
出
基
盤
と
な

っ
て
い
る
こ
と
｡

(4
)

｢高
無
｣
の

一
性
格
と
し
て
'

｢
百
姓
｣
か
ら
の
分
家
が
そ
の
層
に
属
し
て

い
る
こ
と
｡

(5
)

｢百
姓
｣
'

｢
高
無
｣
が
そ
の
基
盤
を
土
地
に
有
し
て
い
る
の
に
対
し
'

｢

日
雇
取
｣
は
生
産
手
段
を
持
た
な
い
全
-
の
賃
稼
ぎ
で
あ
る
こ
と
｡

(6
)

｢
旦
履
取
｣
が
'
屋
敷
に
関
し
て

｢明
屋
敷
｣
と
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
'

及
び
五
人
組
編
成
が
村
内
に
お
け
る
屋
敷
所
持
者
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
'

｢
日
雇
取
｣
と
し
て
の
人
別
把
握
は
'
本
来

一
致
し
て
い
た
土
地
把
堤

の
形
骸
化
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
｡

つ
ま
り
'
こ
れ
が
天
明
飢
健
後
の
労

働
力
不
足

へ
の
対
応
と
し
て
出
さ
れ
た
人
返
し
令
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
こ
と
｡

等
で
あ
る
｡

以
上
の
各
点
よ
り
'
中
後
期
の
農
村
は
'
上
層
農
'
特
に
村
役
人
層
を
分
出
し
て

い
る
層
に
よ

っ
て
そ
の
全
休
的
把
握
が
な
さ
れ
る
状
況
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
日
雇
取
｣
層
は
'
そ
の
析
出
基
盤
で
あ
る

｢高
無
｣
層
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
'
｢高

無
｣
層
は
'
そ
の
再
生
産
を
上
層
農
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
ま
た
本
家
-
分

家
関
係
か
ら
も
上
層
農
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
傾
向
が
宝
暦
以
降
の
現
象
で
あ
る
こ
と
は
'
大
光
寺
粗
大
光
寺
村
芳
賀
家
に

あ
る
九
五
通

(明
治
以
降
は
除
く
)
の
金
借
証
文
等
の
残
存
状
況
か
ら
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
｡
表
d
は
､
こ
の
う
ち
土
地
移
動
に
直
接
か
か
わ
り
を
も
つ
永
代
売
買
証

文

･
質
地
証
文
の
八
三
通
を
年
次
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
'
明
和
-
安
永
期
が
芳

賀
家
の
土
地
集
積
の
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
表

a
で
は
長
五
郎
に

具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'

｢昨
年

(安
永
二
年
-
引
用
者
'
以
下
同
)

迄
所
持
之
処
'
居
村
長
八
に
譲
渡
｣
L
t
そ
の
結
果
翌
安
永
三
年
は

｢
当
作
｣
と
し

て
そ
の
土
地
の
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
よ
う
な
土
地
譲
渡
､
小
作
人
化
に
よ
る

｢高
無
｣
'

｢
日
雇
取
｣

層
の
増
大
傾
向
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
百
姓
数
の
減
少
を
導
い
て
い
-
こ
と
に
な

る
｡
時
代
は
下
る
が
,
文
政
二
年
赤
田
組
板
柳
村
の

｢書
上
｣㌔

は
,
戸
数
二
二
三

軒
の
う
ち
'

｢
高
無
｣

l
七

一
軒
'

｢
旦
屠
取
｣
五
〇
軒
'
残
り
二
軒
が
医
者
と
い

う
状
況
を
呈
し
て
い
る
｡
地
方
割
に
つ
い
て
の
記
載
で
は
あ
る
が
'

｢御
蔵
百
姓
茂

①

不
足

二
罷
成
候

｣

と
い
う
藩
当
局
の
認
識
が
'
農
村
に
お
け
る
本
百
姓
体
制
の
現
実

的
崩
壊
の
中
で
中
後
期
以
降
深
刻
化
し
て
-
る
の
で
あ
る
｡

次
に
こ
の
期
の
農
村
状
況
に
お
い
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
､
他
村

へ
の
越
石

高
の
大
き
さ
で
あ
る
.@
こ
れ
が
分
家
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
は
,
土
地
の
分
散
を

防
ぐ
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
結
局
の
所
'
他
村
と
の
入
出
作
関
係
'
土

地
移
動
が
広
範
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

｢板
屋
野
木
安
田
吹

郎
兵
衛
所
々
よ
り
田
地
多
受
取
置
候
｣⑥

な
ど
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
が
,
先
に
あ
げ

た
芳
賀
家
の
金
借
証
文
の
内
容
に
も
表
れ
て
お
り
'
む
し
ろ
他
村
か
ら
の
借
用
申
込

み
の
方
が
多
い
｡⑦

以
上
よ
り
中
後
期
農
村
状
況
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
た
い
.
即
ち
t

T
村
に
お
け

る
小
数
の
肥
大
化
し
た
百
姓
と
増
大
化
し
て
い
-
下
層
農

･
旦
履
取
層
の
関
係
が
'

一
村
を
越
え
て
広
域
化
し
て
い
-
中
で
'
百
姓
数
の
減
少
が
現
実
化
し
て
い
-
状
況

で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の
増
大
化
し
た
下
層
農
'
日
雇
取
層
は
'
そ
れ
ぞ
れ
小
作
､
仮

2



(倍
)
子
と
し
て

一
部
の
上
層
農
民
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
-
こ
と
で
再
生
産
し

て
い
-
と
い
う
構
造
が
'

一
層
こ
の
傾
向
を
拡
大
し
て
い
る
｡

こ
こ
に
'
長
期
的
な
百
姓
取
立
と
暫
時
的
な
上
層
農
に
よ
る
農
民
支
配
が
'
中
級

期
農
村
状
況
を
背
景
と
し
た
こ
の
期
の
津
軽
藩
政
の
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
｡(

二
)
収
奪
強
化
と
農
村

次
に
'
藩
政
レ
ベ
ル
'
特
に
農
政
に
お
け
る
藩
の
動
向
か
ら
こ
の
期
の
課
題
と
そ

の
内
容
を
探

っ
て
み
た
い
｡

安
永
九
年
七
月
'
藩
主
は
郡
奉
行
三
人
を
呼
び
寄
せ
'
近
頃
の
百
姓
に
つ
い
て
吹

⑧

の
よ
う
な

｢
御
噺
｣
を
し
て
い
る

0

-
-
在
所
は
辺
土
の
事
無
調
法
に
も
正
直

二
可
有
之
事
'
何
れ
我
身
の
事
を
不

患
者

ハ
無
之
候
'
然
者
あ
ま
り
恩
ふ
こ
付
過
し
却
而
身
ヲ
失
ふ
も
の
多
し
､
-

田
畑
の
作
物
を
ぬ
す
む
の
'
山
中
盗
札
の
'
海
辺
隠
し
津
出
し
の
と
い
ろ

/
＼

の
悪
事
を
な
す
事
'上
方
西
国
辺
に
は
あ
ま
り
沙
汰
の
な
き
事
'
-
-
領
内
の
下
々

他
国
よ
り
風
俗
悪
し
き
-
-
亦
あ
し
き
風
俗
人
の
善
事
を
疾
-
田
畑
の
作
物
を

初
め
明
山
に
木
を
植
付
'
又

ハ
明
地
に
作
物
を
植
付
る
事
を
嫌

へ
'
い
ろ
-
＼

ひ
な
ん
を
申
触
､
甚
敷
事
は
夜
中
あ
ら
し
置
杯
言
語
同
断
不
屈
な
る
風
俗
な
り
'

た
と

へ
己
れ
暇
な
-
致
兼
る
事
は
人
に
我
地
を
あ
た

へ
頼
ん
て
成
共
作
徳
を
と

ら
せ
'
人
の
喜
は
我
善
と
思
ふ
風
俗
に
あ
り
た
き
事
､
左
程
ま
て
な
-
共
人
の

マ
マ

な
す
事
に
妨
邪
摩
を
な
す
事
に
至
ら
ん
や
'
-
‥
立
ハ方
共
は
領
内
の
百
姓
を
下

知
す
る
役
な
れ
ば
､
自
分
の
一
類
共
召
遣
ひ
共
思
ひ
朝
夕
心
を
用
へ
よ
､
然

ハ
代

官
其
次
庄
屋
共
も
少
し
は
欺
き
偽
る
事
を
恥
ん
'
予
人
を
偽
り
欺
の
事
を
幼
年

よ
り
嫌
ふ
と
し
り
た
る
者
も
近
習
に
は
あ
ら
ん
'
然
は
予
が
嫌
ふ
事
大
万
国
の

風
俗
と
見
ゆ
'
-
-
此
事
書
付
而
秘
す
る
に
及

ハ
す
'
其
方
共
よ
り
中
間
せ
て

能
事
は
下
々
申
聞
せ
て
不
苦
'
当
年
の
事
あ
ま
り
興
さ
め
腹
の
立
億
に
申
聞
す
ぞ
'

こ
こ
に
み
ら
れ
る
藩
主
の
憤
慨
は
'
既
に
明
和
八
年
五
月
の
徒
党
門
訴
に
関
す
る

⑨

⑲

村
触

や

'
安
永
三
年
五
月
の
五
軒
組
合

(五
人
組
)
に
つ
い
て
の
再
蝕

に

も
示
さ
れ

●
●

て
い
る
が
'
こ
の
よ
う
な
農
民
不
正
に
対
す
る
藩
権
力
の
動
向
は
'
様
々
な
形
で
の

収
奪
強
化
に
向
か
う
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
こ
と
自
休
は
'
五
代
藩
主
信
寿

(享
保
期
)
以
降
の
新
田
開
発
の
頭
打
ち
と
'

藩
財
政
の
極
端
な
江
戸

･
上
方
資
本

へ
の
依
㌔

(蔵
元
か
ら
の
廻
米
強
制
)
が
直
接

●
●

の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
の
時
斯
改
め
て
農
民
不
正
を
根
拠
と
し
て
収
奪
強
化

が
志
向
さ
れ
る
こ
と
は
'
階
級
矛
盾
の
進
展
と
い
う
点
に
お
い
て
'
前
途
の
農
村
状
況

を
背
景
と
し
た
農
民
の
困
窮
化
と
深
い
関
連
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
'

●
●

こ
の
期
の
農
民
不
正
が
特
に

｢隠

(開
)
田
畑
｣
及
び

｢
田
畑
地
広
｣
と
い
う
形
で

示
さ
れ
て
い
る
所
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
｡
し
か
も
そ
れ
が
'

｢
木
造
金
木
俵
元
≡

⑫

新
田
之
者
共
段
々
致
隠
田
侯

｣

と
か
'

｢
田
畑
地
広
御
詮
義
‥
…
･去
年

(明
和
八
年
)

マ
マ

⑬

も
浪
岡
組
目
鹿
沢
村
に
て
百
姓
共
入
牢
被
付

仰

候
｣

と
あ
る
よ
う
に
'
村
ぐ
る
み
の

●
●

●
●

不
正
と
し
て
'
あ
る
い
は
'
関
連
百
姓
連
合
の
不
正
と
し
て
表
面
化
し
て
お
り
'
こ

の
期
の
農
政
を
緊
迫
化
し
て
い
え
る
と
言
え
る
｡

し
か
し
結
局
の
所
こ
れ
ら
の
摘
発
は
'

｢貴
利
巧
訴
の
分
別
を
止
'
勧
善
懲
悪
の

⑲

心
を
可
相
守
者
也
｣
と
い
う
儒
教
倫
理
の
押
し
付
け
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
'
ま

⑮

た

｢
右
隠
田
畑
作
り
取
被
仰
付
候
｣

と
か

｢銘
々
抱
地

二
結
ふ
P
と
あ
る
よ
う
に
～

そ
の
収
奪
基
盤

へ
の
取
り
入
れ
が
限
界
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
む
し
ろ
'

｢地
広

の
分
は
下
々
田
こ
は
か
り
被
仰
付
候
様
役
方
衆
も
唖
合
に
て
'
百
姓
共
其
心
得
に
て

3



夫
々
書
上
候
処
､
帳
面
御
返
の
上
其
抱
々
の
偉
相
当
を
以
書
上
候
様
被
仰
付
候
'
右

二
付
上
田
計
の
田
地
広
Io
上
:E
に
て
有
之
候
P
と
い
う
藩
の
か
け
ひ
さ
は
,

｢其
田

畑
の
元
位

二
随
ひ
位
付
被
仰
付
,
所
に
寄
り
過
半
地
広
出
候
百
姓
濃
に
及
申
候
｣㌔

い
う
具
合
に
'
収
奪
基
盤
の
変
容
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

次
に
'
こ
の
収
奪
強
化
を
農
民
負
担
の
増
加
と
い
う
視
点
に
立

っ
て
考
え
て
み
た

＼

｢ヽ
.し

へ
ゆ
る
ぐ
と
も
よ
も
や
や
ま
す
の
三
斗
米

今
の
役
人
あ
ら
ん
か
き
り
は

こ
れ
は
､
明
和
三
年
の
大
地
麓
の
際

｢
捨
石
三
斗
米
退
散
の
歌
｣
と
し
て

｢愚
氏

よ
し
L･い

⑲

の
門
戸
之
地
震
の

禁

祝

と

張
置
｣
か
れ
た
落
首
で
あ
る

｡

こ
の

｢捨
石
三
斗
米
｣
は
､

(_=p.

正
徳
四
年
､

｢
御
蔵
百
姓
並
給
地
寺
社
共
に
高
給
石

二
付
三
斗
宛
過
上
納
被
仰
付
｣

と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
o
L
か
し
こ
れ
が

一
年
限
り
の

｢
過
上
納
｣
と

な

っ
て
い
る
の
に
対
し
'
明
和
三
年
の
落
首
に
歌
わ
れ
た
も
の
は
､
宝
暦
八
年
以
莱

の
継
続
化
し
た

｢
過
上
納
｣
で
あ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
｡
更
に
､
ど
も
ら
も

家
中
か
ら
の
借
上
が
同
時
に
触
れ
ら
れ
て
い
ね

｣
と
は
,
家
中
借
上
の
恒
常
化
鴨

｢

過
上
納
｣
の
継
続
を
も
た
ら
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
､
総
休
と
し
て
は
家

中
借
上
を
百
姓
か
ら
の

｢過
上
納
｣
に
よ

っ
て
軽
減
し
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
じ
即
ち
変
形
し
た
年
貢
増
徴
策
で
あ
る
と
と
も
に
'
家
中
借
上
に
適
用
し
た

公
の
論
理
を
農
民
に
ま
で
及
ぼ
し
た
負
担
転
嫁
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
D
午

貢
収
納
量
固
定
化
の
中
で
の
収
奪
強
化
策
と
思
わ
れ
る
.

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
負
担
転
嫁
の
意
味
す
る
所
は
'
年
貢
米

･
小
役
米
の
増
徴
と

い
う
点
に
お
い
て
既
に
困
難
な
状
況
に
農
村
が
立
ち
入

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
の
生
産
性
の
限
界
は
t

l
方
で
は
農
民
の
困
窮
化

の
方
向

を
も
導
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
さ
ら
に
､
中
期
以
降
の
米
価
下
面
'

諸
色
高
宙
と
い
う
全
国
的
経
済
状
況
の
中
で
'
貨
幣
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
港

財
政
も
ま
た
次
第
に
窮
乏
化
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
が
､
個
別
農
民
レ
ベ
ル
に

⑳

お
い
て
も
ま
た
'
豊
作
1
米
価
下
直
1
百
姓
難
儀

と

い
う

一
連
の
展
開
が
み
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
'
津
軽
感
で
は
ま
暦
以
降
こ
の
傾
向
が
朗
著
に
な

っ
て
い
る
O
安
永
三

年

二

月
'
郡
奉
行
に
産
業
開
発
を
下
命
し
､
同
四
年
領
内
廻
郷
産
物
方
を
設
置
し

て
組
毎
に
七

～
八
人
ず

つ
任
命
し
た
の
は
'
こ
の
傾
向

へ
の
対
応
と
し
て
商
品
作
物

の
開
発
を
企
図
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
に
､
年
貢
収
納
量
の
限
界
を
前
提
と
し
て

貨
幣
経
済
の
浸
透
に
対
応
し
た
'
藩
財
政
基
盤
拡
大

へ
の
志
向
性
を
窺
う
こ
と
が
で

JTr,,

き

る

O

つ
ま
り
､

｢御
領
内
の
義

ハ
米
穀

1
産
に
て
外

二
重
立
候
産
物
無
之
｣
津
虹

藩
の
課
題
が
こ
の
時
期
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

(

三

)

｢
郷
士
制
｣
の
展
開

こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
課
題
遂
行
は
'
第

一
節
で
述

べ
た
農
村
状
況
を
背
景
と

し
て
'
極
め
て
上
層
の
農
民
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
い
わ
ゆ
る

郷
士
身
分

へ
の
登
岡
と
､
彼
ら
を
諸
役
職
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
る
農
政
の
展
開
で

あ

る

｡

つ
ま
り
'
極
端

に両
極
分
解
に
向
か
い
､
か
つ
農
民
の
再
生
産
が
上
層
農
の

一
村
を
越
え
た
土
地
所
持
の
中
で
行
わ
れ
て
い
-
中
後
期
農
村
状
況
の
中
で
､

一
村

単
位
の
農
政
か
ら
､
数
ケ
村
な
い
し
は
組
単
位
の
農
民
及
び
土
地
把
握
が
必
要
と
ち

っ
て
-
る
o
郷
士
と
い
う
中
間
的
身
分
の
新
た
な
設
定
は
､
彼
ら
を
'
代
官
1
村
役

人
の
中
間
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
農
政
単
位
の
広
域
化
に
対
応
さ
せ
る
と

と
も
に
､

｢常
々
右
末
ケ
村

(
五
所
川
原
､
描
淵
'
湊
､
長
橋
､
喰
川
村
)
之
内
､

両
人

(
五
所
川
原
郷
士
瞭
庄
右
衛
門
､
飛
島
三
九
郎
)
の
世
話
に
不
預
者
先
人
な
ら

4



⑳

で
無
之

｣

と
い
う
数
ケ
村
を
見
通
し
た
形
で
の
農
民
扶
助
が
そ
の
実
態
に
即
し
て
意

図
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
O

ま
ず
'
こ
の

｢郷
士
制
｣
は
宝
暦
五
年
か
ら
同

一
一
年
に
か
け
て
大
庄
屋
制
と
し

て
展
開
す
る
｡

○
同
月

(宝
暦
五
年
三
月
)
諸
組
代
官
不
残
引
取
七
人

二
成
る
｡

(中
略
)

○
同
時
在
々
重
立
の
者
廿
四
人

へ追
加
三
人
都
合
二
七
人
-
引
間
者
)
表
数
五

拾
俵
宛
被
下
置
候
て
初
日
見
巳
上
に
て
大
庄
屋
被
仰
付
､
是
迄
の
代
官
所
務

致
候

'(中
略
)

(･!･

右
之
族
皆
町
人
百
姓
に
て
是
迄
の
代
官
之
門
え
拝
娘
L

l
向
触
刀
の
所
今
日
俄

に
士
と
成
-
‥
‥
其
威
是
迄
之
代
官
に
十
倍
す
､
弘
前
の
名
主
会
所
を
か
り
て
寄

合
所
と
す
'
月
々
上
弘
し
て
加
談
ス
､

○
諸
組
手
代
村
々
庄
屋
五
人
組
共
不
妊
引
取
に
て
-
･･･大
庄
屋
の
目
鑑
次
第
申

立
村
毎
に
手
代
と
言
を
立
是
迄
の
庄
屋
之
所
務
を
致
け
る
'
手
代
の
下
を
辛

付
と
し
て
是
迄
の
五
人
組
の
所
務
い
た
し
也
t

O
代
官
は
鎗
立
廻
郷
ス
'
是
迄
の
郡
奉
行

二
均
し
き
威
勢
に
し
て
尾
上
'
油
川
'

木
作
三
ヶ
所

二
代
tnn
役
所
相
立
､

〇
六
月
大
庄
屋
被
仰
付
候
者
の
外
､
重
立
の
者
え
去
成
年

(宝
暦
四
年
)
よ
り

衝
運
送
加
談
と
言
役
職
町
在
百
人
余
有
テ
金
銀
米
銭
の
御
用
を
勤
る
､
果
し

(r-,

て
大
庄
屋
格
と
成
テ
大
庄
屋
列
序
す
､
其
威
大
庄
屋
と
均
し
け
り
､

従
来
の
､
郡
奉
行
-
代
官

-
庄
屋
-
五
人
組
体
制
か
ら
郷
士
身
分
の
設
定
に
よ

っ

て
へ
郡
奉
行
-
代
官
-
大
庄
屋

(-
運
送
方
)
-
手
代
-
手
付
休
制
に
藩
の
農
政
級

横
が
変
わ

っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
特
に
注
目
し
た
い
の
は
'
手
代
'
手
付
が

こ
れ
迄
の
庄
屋
'
五
人
組
の
業
務
を
受
け
つ
ぐ
も
の
の
'
そ
れ
が

｢
大
庄
屋
の
目
鑑

次
第
申
立
｣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
大
庄
屋
の
支

配
単
位
が
農
政
単
位
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
し
か
も
大
庄
屋
の
内
容
が

｢
在
々

重
立
の
者
｣
で
あ
り
'
日
常
的
に
農
民
の
再
生
産
に
大
き
-
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

と
'
大
庄
屋
格
と
し
て
の
こ
れ
も

｢重
立
の
者
｣
で
あ
る
運
送
方
が
､
翌
宝
麿
六
年

1
0
月
に
蔵
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
飴

｣
と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
字

音

,
郷
士
層

に
年
貢
徴
収
と
そ
の
請
負
を
も
任
せ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
O

｢
共
成
是
迄
之

代
官
に
十
倍
す
｣
と
は
'
藩
の
農
村
状
況
に
対
応
し
た
年
貢
収
奪
の
貫
徹
が
大
庄
星

の
実
態
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
言
葉
で

あ
る
｡

さ
て
､
宝
暦

二

年
の
大
庄
屋
引
取
り
後
も
t
よ
り
農
村
と
密
着
し
た
方
向
で
｢
郷

士
制
｣
が
展
開
さ
れ
て
い
く
()

-
-
大
庄
屋
の
時
分

-
郷
士
大
庄
屋
と
有
之
､
大
庄
屋
引
取
候
得
共
郷
士

ハ
其

倭
に
て
罷
有
候
而
其
後
段
々
在
方
重
立
の
者
江
郷
士
被
仰
付
､
此
節

(安
永
三

年
)
迄
七
拾
人
余
有
之
所
'
此
度
役
万
有
之
者

ハ
其
健
被
差
置
'
役
方
無
之
族

ハ
引
取
披
仰
付
候
'
尤
是
迄
郡
奉
行
支
配

二
御
座
候
処
'
此
即
よ
り
御
代
官
支

配

二
被
仰
付

安
永
三
年
の
こ
の
史
料
は
､

｢
在
々
重
立
｣
-

郷
士
=

役
方
の

1
休
化
と
い
う
点

で
'

｢
郷
士
制
｣
に

一
つ
の
転
俄
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
郷
士

が
何
ら
か
の
形
で
(例
え
ば
先
に
あ
げ
た
産
物
方
等
)
投
付
け
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
的

に
代
官
支
配
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
'
ま
た

一
歩
進
ん
で
郡
奉
行
段
階
よ
り
も
地
方

に
密
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
に
'
中
後
期
以
降
収
奪
基
盤
の
要
で
あ
る
郷



士
を
農
政
犠
構
に
取
り
込
む
こ

と
に
よ

っ
て
'
収
奪
そ
の
も
の
の
基
盤
=
農
村
と
そ

こ
か
ら
の
収
納
量
を
確
保
し
て
い
-

｢
郷
士
制
｣
が
確
定
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡
そ

の
意
味
で

｢
郷
士
制
｣
本
格
化
の
起
点
を
安
永
三
年
に
置
き
た
い
｡
そ
の
下
で
'
年

貢
皆
済
機
構
と
し
て
の
村
政
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

尚
､
御
用
金

(
-
御
手
伝
金
)
賦
課
と
い
う
点
に
お
い
て
も
こ
の
郷
士
が
極
め
て

重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
-
､
事
実
彼
ら
が
そ
の
大
半
を
担
う

⑳

と
と
も
に
､
中
後
期
以
降
連
年
上
納
し
て
い
る

｡

こ
の
場
合
藩
は
､

｢
子
孫
迄
細
揺

⑳

被
成
間
敷
段
被
仰
出
侯
｣
と
い
う
態
度
で
臨
ん
で
い
る
C

以
上
安
永
期
迄
の
農
村
状
況
を
も
と
に
､
こ
の
期
の
農
政
基
調
の
転
換
と
そ
の
方

向
性
を
見
て
き
た
｡
端
的
に
は
本
百
姓
休
制
の
動
揺
-

具
休
的
に
は
そ
の
再
生
産
の

自
己
不
完
結
性
'
及
び

一
村
不
完
結
性
-
の
中
で
の
農
民
再
生
産
の
維
持
及
び
そ
こ

か
ら
の
収
奪
強
化
を
､
現
実
に
そ
の
再
生
産
を
掌
握
し
て
い
る
層
を
役
付
き
の
郷
士

と
し
て
設
置
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
打
開
し
よ
う
と
し
た
'
津
軽
藩

にお
け
る
領
主
的

対
応
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡

二

天
明
期
の
状
況
と
課
題

(
l
)
天
明
飢
健
の
要
因

安
永
末
年
か
ら
天
明
五
年
迄
の
連
年
の
不
作
､
凶
作
の
中
で
'
宝
暦
以
降
の
領
主

的
危
機
状
況
は
､
収
奪
基
盤
の
壊
滅
的
打
撃
を
背
景
と
し
て

1
層
深
刻
化
し
て
い
-
O

特
に
天
明
三
年
の
飢
鐘
は
'
領
主
階
級
が
自
ら
を
消
費
階
級
と
し
て
認
識
せ
ざ
る
を
得

ず
'
そ
れ
が
故
に
階
級
的
再
生
産
の
道
を
模
索
し
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
藩
政

の
新
た
な
段
階
の

1
歩
と
し
て
'
ま
た
生
産
者
階
級
に
と

っ
て
は
'
自
ら
の
再
生
産

を
維
持
す
る
と
い
う
'
生
き
る
と
い
う
原
点
に
立

っ
た
民
衆
運
動
の
起
点
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢
へ
天
明
に
御
国
は
つ
き
て
家
つ
ぶ
し
巣
は
飢
健
に
死

⑪

す
る
卯
の
年
｣
と
落
首
に
歌
わ
れ
た
卯
年
飢
鐘
の
中
で
'
民
衆
は
自
ら
を
拘
束
す
る

⑳

階
級
的
矛
盾
を
背
負
い
つ
つ
も
､

｢
主
人
之
有
之
国

へ
｣
と
離
散
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
｡

天
明
三
年
は
'

｢雪
消
方
茂
お
そ
か
ら
さ
れ
共
､
初
春
よ
り
八
月
中
旬
迄
東
風
吹

き
続
き
‥
-
･六
月
鼓

ル
共
東
風
ニ
テ
寒
ク
何
れ
も
綿
入
｣
を
着
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
寒

さ
で
あ
り
､
｢宙
ノ
生
立
後
レ
半
夏
迄
田
植
る
方
｣
も
あ
っ
た
｡
漸
-

｢七
月
廿
七
日
よ

り
出
穂
｣
を
見
る
に
至
っ
た
が
'
八
月
に
入
る
と

一
二
日
'
一
三
日
に
は

｢
大
東
風
｣
に

見
舞
わ
れ
､
特
に

｢
十
五
日
之
攻
寄
ふ
り
､
十
六
日
之
朝
は
山
通
り
杯
は
橋
之
上
白
-
棉

見
へ
け
り
'
同
十
八
日
の
朝
至
っ
て
さ
む
-
綿
入
重
ね

にて
も
こ
ら
え
兼
候
体
な
り
｣
と
い

C
.

う
東
北
地
方
特
有
の
東
風
-

ヤ
マ
セ
に
よ
る
冷
害
年
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
は
以
下
何
故
に
｢

元
和
元
年
之
飢
佳
卜
此
度
之
飢
鐘
と
同
様

二
言
人
あ
り
'
不
知
事
な
れ

ハ
可
否
難
論
､

元
禄
宝
暦
之
飢
倭
者
慧

関
す
る
に
た
ら
毎

と
言
わ
れ
､
ま
た
実
態
と
し
て
も

｢神

⑳

武
以
来
な
る
べ
し
｣
と
い
う
惨
状
が
現
出
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
寛

政
改
革
の
前
堤
と

し
て
の
天
明
期
を
考
察
し
て
い
き
た
い
｡
こ

の
場
合
､
大
き
-
は

二
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第

1
は
'
宝
暦
以
降
の
農
村
状
況
が
飢
鯉
を
導
き
や
す
い
状
態
に
あ

っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
｡

諸
人
凶
作
な
る

べ
L
と
は
少
茂
心
付
ず
'
米
直
段
之
宜

にま
か
せ
米
所
持
之

者

ハ
米
留
所
を
拝
へ
両
浜

工
売
下
ケ
海
辺

二
而
隠
し
津
出
を
尋
に
せ
し
間

1
向

米
之
貯
無
之
皆
手
ぶ
り
な
り
'
亦
人
民
多
-
日
雇
取
多
に
ま
か
せ
四
番
草
'
五

番
草
迄
を
七
月
下
旬
迄
取
に
か
か
り
候
間
'
稲
弥
増
に
若
が
り

t
向
も
よ
ふ
し
の
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き
ざ
し
な
.i
rd

右
の
史
料
の
示
す
所
は
､

(-
)
貨
幣
経
済
の
中
に
農
民
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
､
米
穀
換
金
が
そ
の
再
生
産
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至

っ
て
い
る
こ

と
｡
そ
し
て
そ
の
傾
向
を
反
映
し
て

一
方
で
は
､

(2
)
農
民
の
手
間
賃
稼
傾
向
が

広
範
化
し
て
い
る
こ
と
､
の
1
1点

で
あ
る
｡

(-
)
は
領
内
米
払
底
を
導
い
た

1
要

因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う

(総
体
と
し
て
は
次
に
述

べ
る
藩

の
米
穀
換
金
手
段
=

廻
米
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
)
0

(2
)
は
農
村
疲
弊
か
ら
-
る
離
農
化
現
象

=

再
生
産
に
お
け
る
農
耕
比
重
の
減
少
で
あ
る
｡
こ
の
背
景
と
し
て
次
の
二
点
が
考

え
ら
れ
る
｡

一
つ
は
連
年

の
不
作
で
あ
り
'

1
つ
は
宝
暦
以
降
の
下
層
農
の
増
加
悼

向
で
あ
る
｡

｢
此

(
天
明
三
年
)
五
六
年
以
前
よ
り
田
畑
之
高
直

二
相
成
季
言
ば
か

.･:･

り
な
-
､
福
結
成
者
は
せ
り
買
或

ハ
貸
掛
杯
致
侯
て
請
取
集
致
所
持
候
而
､
福
者
之

㊨

方

へ
立
増
米
之
人
事
如
御
蔵

ニ
｣
な
り
'
そ
の
結
果

｢
此

(天
明
二
年
)
四
五
年
以

⑳

前
よ
り
人
民
余
り
候
様
相
見

｣

え
､
つ
い
に
は
天
明
三
年

｢
正
月
之
頃
米
壱
俵
弐

拾
五
匁

二
成
日
々
上
申
候
様
子

二
而
'
二
月
の
頃
よ
り
何
と
な
-
世
上
詰
候
而
乞
喰

⑲

彩
敷
人
気
も
せ
ま
り
申

候
｣
と
い
う
飢
僅
直
前
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の

で
あ
る
｡
こ
の
期
の
下
層
農
や
遊
民
の
滞
留
現
象
が
飢
健
の
状
況
を
凄
惨
化
し
た
と

考
え
ら
れ
る
O

第
二
は
'
近
世
的
飢
健
を
規
定
す
る
'
即
ち
凶
作
を
飢
僅
た
ら
し
め
る
幕
藩
制
的

流
通
構
造
に
規
定
さ
れ
た
廻
米
が
､
飢
餓
移
出
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
に
よ
る
｡
罪

⑲

一
点
を
飢
健
の
伏
線
と
す
れ
ば
､
こ
の
飢
餓
移
出
は

｢御
郡
内
畢
米

｣

払
底
を
導
き
､

か
つ
そ
れ
が
農
民
の

一
層
の
困
窮
化
を
導

い
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
､
飢
健
の

決
定
的
要
因
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

抑
近
年
御
国
元
作
毛
兎
角
不
熟
勝
之
所
････
･
l
昨
年

(
天
明
元
年
)
-
両
部
御

廻
米
莫
大

二
而
御
郡
中
華
米
不
足
之
庭
､
去
年
半
作

二
出
来
侯
得
共
和
検
見
引

厳
重

二
而
卸
収
蔵

ハ
六
分
余
之
相
当
'

且
御
家
中
諸
渡
米
之
内
御
買
上
､
去
秋

在
々
下
売
米
御
差
留
二
而
在
々
所
々
二
両
不
残
御
買
上
被
仰
付
､
当
年
も
又
両
戟

･.=.,

御
廻
米
過
分
被
差
登
'

従
来

の
廻
米
量
に
つ
い
て
詳
細
は
知
り
え
な
い
が
'
天
明
二
年
に
は
'
江
戸

･
大

坂

へ
各
二

〇
万
俵
余
､
加
賀

へ
三
万
俵
余
'
こ
れ
に
小
納
戸
米
を
加
え
て
都
合
五

〇

万
俵
余
が
廻
米
さ
れ
て
い
,S
.

つ
い
で
翌
三
年
春
に
は
,
右
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に

収
奪
強
化
を
図

っ
た
上
に
､

｢
家
中
諸
渡
米
｣
'

｢
在
々
下
売
米
｣
を
買
い
あ
げ
'

更
に
は

｢
諸
上
納
方
不
残
米
上
納
に
｣
♂

て
,
天
明
二
年
同
様
,
江
戸

･
大
坂

へ
各

二

〇
万
俵
を
廻
米
し
て
い
ro
@

o

ま
た
同
年
七
月
下
旬
に
は
民
衆
の
反
対
を
よ
そ
に

｢

･J

青
森
よ
り
七
千
俵
余
二
級
出
帆
｣
し
て
い
る
｡
実
高
の
半
分
以
上
を
廻
米
し
て
い
た

わ
け
で
あ
り
'
加
え
て
天
明
二
年
が
半
作

で
あ
れ
ば
､
領
内
米
は
全
-
払
底
し
た
こ

と
に
な
る
｡
し
か
も
前
述
し
た
よ
う
に
'
か
き
集
め
て
の
廻
米
で
あ
る
と
同
時
に
､

天
明
二
年
に
は

｢
皆

々
所
持
之
桝
御
取
上
有
て
･-
-
是
迄
之
桝
よ
り
計
桝

二
而

一
ツ

ニ
付
三
合
余
増
て
入
bOCB

新
桝
の
通
用
を
命
じ
る
な
ど
形
を
変
え
た
収
奪
強
化
-
百

姓
難
儀
を
と
も
な

っ
た
辿
米
で
あ

っ
た
o

さ
て
､
天
明
三
年
の
皆
無
作
は
以
上
の
状
況
の
中
で
大
飢
鐘

へ
進
展
し
た
の
で
あ

る
が
'
こ
の
収
奪
強
化
を
基
盤
と
し
た
廻
米
策
に
対
し
て
'
天
明
三
年
七
月
以
降
I

領
内
各
地

で
｢
在
々
町
々
の
騒
動
片
時
も
止
時
｣㌔

-
打
ち
こ
わ
し
が
展
開
し
た
D

こ
の
中

で
も
特
に
､
七
月
二

〇
日
の
青
森
騒
動

(
四
千
人
)
､
同
t
二
一日
の
鯵
ヶ

沢
騒
動
､
同
二
七
日
の
弘
前
騒
動

(
二
千
人
)
が
､
そ
の
規
模
､
他

へ
の
影
響
力
､

清

へ
の
要
求
内
容
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
｡
飢
健
の
要
因
を
よ
り
明
確
化

す
る
視
点
に
立

っ
て
そ
の
要
求
事
項
を
見
て
み
た
い
｡



⑬

〔青
森
騒
動
〕

(
ア
)

一
米
留
所
引
取
之
事

(
イ
)

1
御
廻
米
明
年
迄
和
田
置
被
下
度
事

(
ウ
)

一
御
用
寄
合
名
主
会
所

二
而
致
候
儀
延
引
之
上
古
来
之
通
り
町
奉
行
所

へ

当
岨
力

独

弁

持
参
之
上
寄
合
被
仰
付
度
事

(

エ
)

一
家
屋
敷
勝
手
之
替
節
役
銭
口
銭
延
引
之
事

(
オ
)

一
目
明
し
御
止
奉
願
候
事

(
カ
)
一
町
年
寄
二
人
に
被
仰
付
度
事
､
但
村
井
新
助

一
人
な
り

(辛
)
一
諸
役
人
通
賄
之
儀
以
来
御
上
よ
り
御
賄
銭
被
下
度
事

〔鯵
ヶ
沢
騒
動
]CB

(
ク
)
一
当
御
廻
米
勧
差
留
被
仰
付
慶
事

(
ケ
)
T
御
廻
船
方
三
月
付
引
取
之
事

(
コ
)
一
舞
戸
村
米
留
引
取
之
事

(
サ
)
〓
冗
米
壱
升
五
台

二
被
仰
付
度
事

(
シ
)
一
質
取
候
様
被
仰
付
度
事

〔弘
前
騒
動
〕

⑲

(
ス

)
○
兼
而
上
納
致
置
候
貯
米
唯
今
不
残
被
下
置
候
様
相
願
候

＼[j,,

(
セ
)
○
地
広
並
七
千
石
米
御
免
被
成
下
度

⑫

(
ソ

)
○
貯
米
御
返
被
成
候
様
､
並
滝
方
古
来
之
通
平
滝
に
被
仰
被
成
下
度

右
の
諸
要
求
で
､
青
森
と
鯵
ヶ
沢
の
そ
れ
が
類
似
し
て
い
る
の
は
､
と
も
に
廻
栄

積
出
港
で
あ
り
､
打
ち
こ
わ
し
主
体
も
町
民
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で

⑬

あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
弘
前
騒
動
は
､
木
造

(他
に
金
木
'
俵
元
)
新
田
の
農
民
が
中

心
と
な

っ
た
強
訴
で
あ
る
｡
ま
ず
､
青
森
､
鯵
ヶ
沢
町
民
の
諸
要
求
を
ま
と
め
て
み

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

(-
)
坦
米
を
停
止
し
､
小
売
米
と
し
て
安
価
に
売
り
払
う
こ
と
｡
(
イ
･ク
･ケ
･サ
)

(2
)
米
留
所
を
引
払
い
､

｢
私
売
｣
を
許
可
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
米
穀
の
領
内
融

通
を
よ
く
す
る
こ
と
｡

(
ア
･
コ
)

(3
)
町
人
諸
負
担
の
軽
減
､
及
び

｢御
上
｣
負
担
と
す
る
こ
と
｡

(
ウ
･
エ
･キ
)

(4
)
そ
の
他
｡

(オ
･カ
･シ
)

包

つ
ま
り
､

｢銘
々
銭
を
持
合
せ
候
得
共
商
米
無
之
餓
死

二
及
候

二
付
家
倉
を
｣
ー
打

ち
こ
わ
し
た
町
民
の
要
求
は
､
藩
の
廻
米
策
が
も
た
ら
し
た
領
内
米
払
底
に
よ
る
過

塞
し
た
状
況
打
開
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡

こ
れ
に
対
し
木
造
新
田
農
民
の
要
求
は
､
農
民
が
藩
の
仁
政
論
理
=

領
主
支
配
の

基
本
原
理
そ
の
も
の
に
疑
惑
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡

抑
貯
米
卜
言

ハ
七
八
年
巳
前

-
壱
反
歩

二
付
米
壱
升
ツ
ゝ
百
性
高
無
共

-
上
納

致
サ
セ
貯
置
､
万
一凶
歳
之
節
者
可
為
扶
助
用
意
之
由
､
然

ル
に
是
を
ふ
や
さ
ん

マ
マ

と
し
て
春

二
出
之
利
足
を
懸
ケ
借
渡
秋

二
取
立
納
メ
､
尚
又
色
々
動
か
せ
し
故

自
然
卜
不
勘
定

二
相
成
-
-
今

ハ
三
分

一
な
ら
て
無
之
由
､
兼
而
百
性
共
疑
惑

㊦

之
庭

当
時
色
々
之
御
政
道
､
其
上
閉
塞
'
於
麦
憤
怒
を
生
し
頗
申
出
シ
と
聞
得
候

右
米

(貯
米
)

へ
二
割
か
利
付
に
て
夫
喰
籾
等
の
貸
付

へ
相
廻
し
置
候
､
初
は

郷
蔵

へ
斗
置
所
々
の
重
立
候
者
共
取
扱
候
所
､
後
代
官
方

へ
御
収
納
同
然
に
御

⑲

蔵

へ
柏
斗
候

明
和
五
年
､
藩
は

｢捨
石
三
斗
米
｣
の
過
上
納
を
廃
止
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
名

目
を
変
え
て
､
安
永
九
年
か
ら
の

｢高
捨
石

二
付
米
穀
壱
斗
七
升
余
｣
の
過
上
納
に

㊨

よ
る

｢在
方
よ
り
壱
ヶ
年
成
米
七
千
石
宛
上
納
｣

と
,

｢七
八
年
巳
前

1QJ㊤
の
貯
米

上
納
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
過
上
納
の
軽
減
と
仁
政
の
両
面
を
打
ち
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出
す
こ
と
に
よ

っ
て
こ

れ
ま
で
の
収
納
童
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
'

農
民
は
そ
の
仁
政
論
理
を
逆
手
に
と

っ
た
形
で
自
ら
の
権
利
を
主
張
し
て
い
る
｡
こ

れ
は
､
貯
米
が
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
失
い
'
結
局
は
収
奪
策
の

一
手
段
と
し
て
低

能
し
､
ま
た
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
藩
に
対
す
る
階
級
的
要
求
に
よ

っ
て
､
自
ら
杏

領
主
階
級
に
対
時
し
た
こ
と
に
な
る
｡
宝
暦
以
降
収
奪
強
化
策
に
よ

っ
て
表
面
化
し

つ
つ
あ

っ
た
仁
政
の
破
綻
は
､
天
明
三
年
飢
鐙
を
契
機
と
し
て
､
被
支
配
階
級
に
暴

露
さ
れ
る
形
で
階
級
的
対
立

へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ら

諸
要
求
は
'
領
主
的
対
応
と
し
て
自
ら
の
論
理
に
組
み
込
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
杏

除
い
て
は
'
全
て
そ
の
暴
力
機
構
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
こ

と
に
t･･bる
.

(
二
)
飢
鐘
状
況
と
藩
政
の
課
題

こ
れ
ま
で
'
凶
作
を
飢
鐘
化
し
た
諸
要
因
に
つ
い
て
宝
暦
以
降
の
諸
側
面
よ
り
見
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
､
次
に
飢
鍾
状
況
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
以
後
の
藩
政
の
課
顔

を
明
確
に
し
､
寛
政
改
革
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
た
い
｡
こ
の
場
合
､
以
下
の
四
点
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
耕
作
力
の
低
下
'
荒
地
の
増
大
､
収
奪
基
盤
把
握
の
低
下
I

治
安
の
悪
化
の
四
点
で
あ
る
｡

第

l
点
の
耕
作
力
の
低
F
に
つ
い
て
は
'
次
の
三
要
因
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
.

要
因
の

l
は
､
在
方
人
口
の
極
端
な
減
少
で
あ
る
.
こ
の
期
の
人
口
は
約
二
五
万

⑳

人
で
あ
り
'
三
分
の

一
が
死
亡
し
て
い
る
O
し
か
も
そ
の
内
容
を
農
村
状
況
に
お
い

て
見
る
時
'
次
の
よ
う
な
状
況
を
示
す
こ
と
に
な
る
｡

村

々
二
ハ
村
清

二
な
り
し
所
多
有
之
内
､
後
薄
組
江
沢
村
'
目
屋
の
沢
､
白
沢

村
杯
壱
人
も
宿
命
之
者
無
之
死
絶
シ
ト
也
､
壱
人
二
人
宿
命
有
之
村
所
者
村
ノ

家
ヲ
不
抜
焼
払
隣
村

へ
引
取
､
三
四
人
も
宿
命
有
之
村
所

ハ
壱
人
住
居
シ
テ
弐

㊥

三
軒
も
建
置
村
号
ヲ
続
キ
居
候
也
'
尤
大
方

ハ
女
勝

二
宿
命
ス
'

就
中
男

ハ
老
若
共
に
疲
れ
死
果
'
女
共
而
巳
多
残
'
死
放
り
家
拾
軒
之
内
に
男

㊧

女
揃

へ
し

ハ
七
八
軒
外
弐
三
軒

ハ
寡
に
て
候
也

つ
ま
り
'

(-
)
村
潰
れ
､

(2
)
女
勝
､

(3
)
家
族
数
の
減
少
と
い
う
状
況

で
あ
る
｡
村
の
存
在
は
有
名
無
実
化
し
､
同
時
に
耕
作
規
模
も
必
然
的
に
縮
少
し
､

加
え
て
男
子
の
減
少
が
そ
れ
を
助
長
し
て
い
る
.
隣
村
引
取
や

1
人
住
居
に
よ

っ
て

漸
-
最
少
限
の
耕
作
力

･
村
の
存
続
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
村
潰
れ

の
意
味
す
る
所
は
農
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
特
に

薄

が
､

｢御
国
中

1
統
之
大
凶
作

二
付
へ
田
畑
共
作
物
御
収
納
皆
拾
披
仰
付
､
井
屋

敷
或
諸
郷
役
共
御
免
被
仰
付
｣
れ
た
た
め
に
､

｢平
賀
六
ケ
組
赤
石
組
之
内

二
者
鍾

㊨

籾
位
∠
御
収
納
徹
取
立
被
仰
付
候
而
茂
宜
作
妹
之
所
｣
と
'
新
田
村
と
の
地
域
的
隔

差
が
よ
り
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
､
藩
士
土
着
期
に
お
け
る
在
宅
所
の
決
定
に
ち

尾
を
ひ
く
こ
と
に
な
る
｡

次
に
要
因
の
二
と
し
て
､
他
国

へ
の
離
散
が
あ

っ
た
こ
と
も
見
逃
が
す
こ

と
が
で

き
な
い
｡
｢
一
敗
勧
郡
内
孝
米
無
之
'
町
在
相
応
之
族

へ
御
用
金
等
披
仰
付
'

中
国
秋

田
辺
よ
り
御
買
越
米
可
被
遊
由

二
而
｣
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
は
し
た
も
の
の
'

｢
冬
路
に

相
成
海
陸
共
収
賦
難
攻
殆
と
御
救
方
も
不
破
及
空
し
-
明
春
の
船
手
を
待
斗
に
候
｣⑳

と
い
う
中
で
'
わ
ず
か
に

｢冬
の
内
に
秋
田
仙
北
よ
り
御
買
越
米
駄
付
に
し
て
来
れ

㊨

ど
も
､
衡
家
中
の
御
扶
持
米
さ

へ
不
足
な
れ
ば
町
在
江
御
手
当
と
い
ふ
は
少
も
な
し
｣

と
い
う
状
況
で
は
'

｢主
人
之
有
之
国
｣
を
求
め
た
の
も
当
然
の
成
り
行
き
と
考
え

ら
れ
る
｡
特
に

｢
向
方

(秋
田
)
七
妨
幹
の
作
合
に
而
五
七
人
各
身
の
有
付
も
出
来

▲r
候
｣
と

か

｢仙
台
領

に新
田
有
て
右
之
所

へ
行
け
ば
能
｣㌔

い
っ
た
風
聞
が
,
こ
の

状
況
を

7
層
激
し
い
も
の
と
し
た
｡
ま
た
'
そ
の
勢
い
が
次
の
史
料
に
よ

っ
て
知
ら
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れ
る
｡高

無
小
者
は
言
に
不
及
大
鉢

の
百
姓
も
田
畑
家
屋
敷
も
打
捨
親
兄
弟
妻
子
引
逮

銘

々
着
香
を
背
負
ひ
或
は
老
人
子
供
を
馬
に
乗
せ

一
日
に
五
十
人
三
十
人
､
級

に
は
二
百
三
百
と
毎
日
秋
田
へ
行
者
引
も
切
ら
ず
､
凡
八
月
中
旬
よ
り
十

1
月
莱
迄

他
国

へ
行
者

7
万
人
余
人
､
初

ハ
三
御
関
所
御
差
留
被
仰
付
候
得
共
日
々
五
冒㊨

人
三
百
人
の
儀
御
政
道
に
も
難
及
､
後
は
御
構
な
く
人
馬
共
に
勝
手
に
罷
出
候

打
ち
こ
わ
し
に
よ
る
闘
争
が
離
散

へ
と
進
展
し
､
か

つ
そ
れ
が

一
時
的
離
散
で
皮

い
点
に
こ
の
期

の
領
主
的
危
機

の
深
刻
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
､
し
か
も
そ
れ
を
領

主
階
級
が
制
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
収
奪
基
盤

の
喪
失
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
尚
､

こ
の
離
散
現
象
が
更
に
地
域
隔
差
を
拡
大
し
て
い

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
｡
(表

e
～
-
参
照
)

要
因
の
三
は
､
農
耕
形
態
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
る
｡
農
業
人
口
の
激
減
､
遊
氏

化
の

一
方

で
'
既
に
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
､
富
豪
層
に
よ
る
土
地
集
積
は

一
層
展
開

す
る
こ
と
に
な
る
｡
特
に
食
糧
難
を
反
映
し
て
､

｢
漬
物
斗

一
椀
と
中
家

一
軒
取
替

候
様
成
季
に
而
'
大
鉢
の
家
財
十
匁
と
成
不
申
由
､
田
畑
家
屋
敷
渡
申
度
と
而
只
云

匁

に
も
受
取
申
者
無
之
J@
と
い
う
状
況
は
,
よ
り
そ
の
傾
向
を
助
長
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
TS
O

つ
ま
り
,
こ
の
結
果
生
じ
た
富
豪
層
の
土
地
経
営
形
態
は
,
多
-
の
仮
子

の
供
給
を
必
要
と
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
既
に
質
入
れ
す
る
土
地
杏

も
失

っ
た
下
層
農

の
存
在
形
態
は
､
賃
稼
ぎ
を
目
的
と
し
た
農
業
労
働

へ
の
従
事
が

基
本
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
意
味

で
富
豪
層
は
手
作
地
主
と
し
て
そ
の
経
営
内

容
を
拡
大
し
て
い
た
と
言
え
､
逆
に
下
層
農
は
旦
屡
取
､
家
内
奉
公
人
と
し
て
そ
の

労
働
力
供
給
市
場
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
｡
先
に
見
た
芳
賀
家

の
金
借
証
文

の

内
容
が
､
土
地

の
買
取
り
を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
､
津
軽
藩
に
お
け

る
地
主
の
存
在
が
､
仮
子
を
か
か
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
手
作
地
主
と
し
て

の
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
を
､
あ
る
程
度
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
飢
僅
後

の
百
姓
数
の
激
減
と
い
う
労
働
力
供
給
市
場

の
動
揺
に
よ

っ

て
､
仮
子
給
銀
と
の
関
係

で
､
手
作
地
拡
大
の
限
界
､
そ
し
て
そ
の
縮
小
再
生
産
杏

余
儀
な
-
さ
れ
る
方
向
が
生
じ
て
-
る
｡
表

g
は
､

一
俵
あ
た
り
の
米
価
と
仮
子
給

銀
を
グ

ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
天
明
三
年
の
無
給
銀
と
同
六
年
以
降
の
急
激

な
給
銀
上
昇
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
天
明
三
年
の
無
給
銀
は
､
飢
倦
状
況

の
中
で
富
豪
層
自
体
が
仮
子
労
働
力
を
全
く
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
､
あ
る
い
は
仮

子
が
自
ら
富
豪
層
の
傘
下
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
再
生
産
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
が
､
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
以
前

の
段
階

で
は
､
拾
銀
は
需
給
関
係
に

お

い
て
雇
用
者
側
に
少
な
-
と
も
そ
の
決
定
力
の
大
半
が
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
'
米
価
が

一
定
の
落
ち

つ
き
を
見
せ
始
め
た
天
明
六
､
七
年
頃
か
ら
､
こ

の

関
係
が
逆
転
す
る
よ
う
に
な
る
｡
特
に
同
六
年
は
豊
作
年
で
も
あ
り
'
次
第
に
廃
田

開
発
や
仕
付
高
が
増
え
て
き
た
年
に
も
あ
た
り
､
漸
-
農
村
自
体
が
立
ち
直
り
を
見

せ
始
め
た
頃

で
あ
る
｡

在

々
仮
子
共
並
百
姓
之
子
供
等
伊
達
嶋
伊
達
染
之
着
物
着
其
外
花
染
之
隔
伴
染

7
マ

弐
廻
し
三
尺
帯
風
呂
敷
手
拭
之
類
迄
色
嶋
高
直
成
を
相
用
､
当
盆
中
も
友
子
共

産
付
下
駄
等
相
用
得
甚
無
用
之
候
費
多
有
之
候
､家
々
亭
主
気
毒
存
候
得
共
時
行

風
俗

二
相
成
意
見
等
も
及
兼
候
由
､
其
上
椎
飯
給
せ
候
得

ハ
手
間
雇
之
者
其
方

へ
一
切
参
不
申
候
よ
し
'
依
自
飯

こ
い
た
し
間
夕
に
は
酒
等
振
舞
却
而
百
姓
共

よ
り
小
者
雇
之
者

二
手
を
置
頼
侯
妹
相
成
り
候
由
'
前
々

ハ
仮
子
給
銭
六
七
袷

目

二
相
抱
候
処
此
節
百
弐
三
拾
匁

二
漸
差
置
候
由
'
依
之
百
姓
共
人
多
抱
候
義

⑲

成
兼
年

々
作
高
相
滅
候
由
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つ
ま
り
'
家
内
労
働
力
を
大
き
-
越
え
た
土
地
経
営
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
､
仮

子
下
抱
に
よ
る
手
作
経
営
で
あ
り
､
天
明
飢
健
に
よ
る
労
働
力
供
給
市
場
の
動
揺
が

仮
子
主
導
た
る
給
銀
決
定
に
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
右
の
史
料
は

そ
の
間
の
仮
子
の
動
向
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
こ
う
し
て
飢
僅
状
況
を
経
た
百
姓
経

営
は
'
こ
れ
ま
で
津
軽
藩
年
貢
収
奪
基
盤
の
中
核
を
構
成
し
て
き
た
富
豪
層
が

｢午

々
作
高
相
減
候
｣
と
い
う
状
況
に
陥

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
'
縮
小
再
生
産
の
方
向

へ

と
向
か

っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
耕
作
力
の
低
下
を
導
い
た
要
因
の

一
つ

と
考
え
た
い
｡

こ
の
他
､
時
疫
流
行
や
馬
数
の
激
減
も
ま
た
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
特
に
局

は
､
表

a
で
見
た
よ
う
に
'
田
畑
所
持
者
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
保
有
し
て
お
り
'

農
耕
手
段
と
し
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
乾
馬
も
さ

7-:I

る
こ
と
な
が
ら
'
悲
惨
な
食
糧
難
の
中
で
'

｢彼
も
是
も
牛
馬
を
第

一
の
食
事
と
致

｣

し
た
結
果
の
激
減
や
'
換
金
手
段
と
し
て
の
他
領
移
出
に
よ

っ
て
減
少
し
た
こ
と
は
'

四
年
以
後
の
耕
作
力
の
低
下
に
大
き
-
か
か
わ

っ
て
-
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

第
二
点
は
'
荒
地
の
問
題
で
あ
る
｡

(表
卜
参
照
)

｢
田
野
喋
々
と
し
て
郷
人
な

⑳

-
白
骨
死
人
卿
草
を
埋
-
申
候

｣と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
こ
れ
は
第

一
の
耕
作
力
の
問
題
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
-
る
問
題
で
あ
る
が
'
特
に
収
納
量
と
の

関
係
で
飢
僅
後
課
題
化
さ
れ
て
く
る
｡
端
的
に
は
､
仕
付
高
の
低
さ
か
ら
-
る
損
毛

率
の
高
さ
で
あ
る
｡
具
体
的
に
そ
の
内
容
を
表
･1
に
お
い
て
見
て
い
き
た
い
｡

天
明
四
年
は
早
魅
に
よ
る
大
凶
作
で
あ
り
'
仕
付
高
と
損
毛
率
の
関
係
は
つ
か
み

⑬

⑭

⑮

に
-
い
が
､天
明
六
年
六
'
七
分

作
'
同
七
年
大
豊

作
'
同
八
年
豊
作

と

い
う
作
高
に

対
し
､
損
毛
率
は
そ
れ
ぞ
れ
六
六

･
一
%
'
五
四

･
〇
%
'
六
二

･
六
%
tと
極
め
て

高
-
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
仕
付
高
の
低
さ
か
ら
-
る
と
い
う
こ
と
は
異
論
の
な
い

所
か
と
考
え
る
｡
つ
ま
り
'

天
明
四
年

の
仕
付
高
が

五
〇
%
'

翌

五
年
が
五

⑲

二
%
と
'
毎
年
民
力
の
回
復
に
よ
り
わ
ず
か
な
自
然
増
加
は
あ
る
も
の
の
'

｢
凡
広

須
'
木
造
両
新
田
に
而
田
方
三
千
飴
町
歩
御
座
候
内
'
当
年
仕
付
高
六
ケ

一
に
而
漸

㊦

五
百
町
歩
斗
な
ら
で
無
之
候
'
二
千
飴
町
歩
荒
に
相
成

｣
っ
て
い
る
状
況
は
克
服
L

が
た
い
の
で
あ
り
'
従

っ
て
積
極
的
廃
田
対
策
が
必
要
と
さ
れ
て
-
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
に
第

一
の
耕
作
力
の
低
下
が
現
実
的
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
-
る
こ
と
に
な
り
'
両
者
の

一
体
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

第
三
点
は
､
右
の
課
題
遂
行
の
基
本
と
な
る
､
人
別
把
握

･
土
地
把
握
の
問
題
で

あ
る
｡
天
明
飢
健
に
よ
る
人
口
の
減
少
'
住
居
移
動
､
及
び
村
潰
れ
等
の
現
象
は
'

極
め
て
混
乱
し
た
農
村
状
況
を
現
出
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
と
り
わ
け
､

豊
作
や
仮
子
給
銀
上
昇
等
に
よ
り
'
在
方
が

｢脹
々
敷
｣
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

｢只
々
御
家
中
方
而
巳
御
難
儀
J@
と
な
る
様
相
を
呈
す
る
に
及
ん
だ
こ
と
は
,
年
貢

収
奪
方
法
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
意
味
で
の
収
奪
基
盤
の

把
握
は
'
藩
に
と

っ
て
は
目
前
の
利
害
に
大
き
-
か
か
わ

っ
て
-
る
問
題
で
あ
り
'

従

っ
て
緊
急
の
対
策
が
必
要
と
な

っ
て
-
る
｡

マ

マ

改
力

辰
ノ
年

(天
明
四
年
)
荒
地
当
午
之
年

(天
明
六
年
)
よ
り
段
々
開
発

断

有

之

二
付
御
穿
整
有
之
候
得
共
､
不
分
明
故

へ
村
々
二
而
地
引
役
と
言
を
御
立
被
成
､

庄
屋
五
人
組
並
地
引
役
之
者
迄
於
代
官
所
誓
紙
ノ
血
判
御
取
被
成
候
､
然
共
不

分
明
候
由
､
此
地
引
役
壱
村
壱
人
宛
位
有
､
苗
字
不
名
乗
大
小
御
免
な
-
庄
屋

⑲

同
様

二
御
座
候

､

藩
は
ま
ず
土
地
把
握
を
企
図
し
､
村
毎
に
地
引
役
を
設
置
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

し
か
し
'
結
局
の
所

｢
不
分
明
｣
で
あ

っ
た
の
は
'

一
つ
に
は
地
引
役
の
性
格
が
｢庄

屋
同
様
｣
で
あ
り
､
農
民
同
志
の
相
互
規
制
を
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
と
'

一
つ
に
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は
荒
地
開
発
そ
の
も
の
が
人
的
把
握
を
と
も
な
わ
な
か
っ
た
が
故
に
､
収
奪
基
盤
に
組

み
え
な
か

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡

農
政
機
構
の
改
変
と
収
奪
基
盤
の
再
編
成
が
'
こ
こ
に
課
題
と
さ
れ
る
に
至
る
｡

第
四
点
は
､
治
安
の
問
題
で
あ
る
｡

青
森
の
打
ち
こ
わ
し
以
後
'

｢富
人
｣
や

｢有
徳
之
者
｣
に
対
し
て
の
打
ち
こ
わ

し
は
領
内
各
地
に
及
ん
で
い
る
が
､
こ
れ
ら
の
諸
行
に
関
し
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な

い

.

｢
盗
賊
火
災
中
々
言
語
筆
讐

J
)@J
尽
-
L
が
た
い
程
で
あ
り
,

｢少
し
貯

之
有
之
者

ハ
焚
火
に
足
を
置
き
し
心
地
せ
り
､
此
節
我
よ
り
下
部
之
小
者
を
恐
る
～
こ

と
言
ふ
ば
か
り
な
し
'
都
而
⑪
れ
或

ハ
川
に
流
さ
れ
て
殺
さ
る
る
を
見
れ
ば
人
の
令

㊤

は
塵
芥
よ
り
も
軽
き
節
｣
と
な
り
'

｢
種
々
様
々
の
境
界
全
-
人
間
業
に
は
あ
ら
ず

㊧

浅
ま
し
き
世
の
有
様
｣
と
な

っ
て
い
た
｡
こ
の
場
合
'
藩
に
と

っ
て
問
題
と
な
る
の

は
'

｢少
し
貯
之
有
之
者
｣
が
'
あ
な
が
ち
富
豪
の
み
を
さ
す
も
の
で
は
な
-
'
翌

年
仕
付
を
行
い
う
る
百
姓
を
も
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
既
に
述
べ
た

よ
う
に
､
耕
作
力
減
退
の
中
で
仕
付
高
確
保
は
藩
の
主
要
な
課
題
な
の
で
あ
り
'
漸

-
延
命
し
た
彼
ら
が
危
機
状
況
に
陥
る
こ
と
は
'
藩
の
危
機
状
況
も
ま
た
深
刻
化
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

天
明
三
年
､
藩
は

｢御
用
心
向
厳
敷
｣
す
る
た
め
に

｢
両
組
井
御
中
中
性
御
徒
等

㊨

数
十
人
忍
廻
｣
に
任
じ
,
青
森
で
は
町
同
心
の
数
を
ふ
や
し
て
い
毎
.
ま
た
良
民
に

対
し
て
､
捕
え
た
賊
を
勝
手
に
処
罰
で
き
る

｢
私
刑
｣
を
許
可
し
た
と
も
さ
れ
て
お

鴨
,
藩
で
も
手
の
つ
け
よ
う
の
な
か

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
o

お

わ

り

に

津
軽
藩
寛
政
改
革
を
展
望
す
る
に
あ
た
り
､
本
稿
で
は
'
宝
暦
以
降
の
農
村
状
況

と
天
明
飢
健
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
藩

の
か
か
え
た
諸
課
題
を
堤
示

し
て
き
た
.
改
革
が
蓄
積
し
た
社
会
変
動

へ
の
集
中
的
表
現
で
あ
る
以
上
'･

津
軽
藩

の
場
合
､
天
明
飢
倦
対
策
が
直
接
の
改
革
要
因
で
は
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
以
前
の
状
況

が
大
き
-
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
本
稿
を
通
し
て
再
確
認
で
き
た
と
思
う
｡
即
ち
'

第
二
章
二
節
で
あ
げ
た
天
明
飢
鐘
の
四
つ
の
課
題
は
､
宝
暦
以
降
の
諸
現
象
の
上
に

設
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
が
､
総
体
と
し
て
階
級
支
配
の
弛
緩
を
導

い
た

こ
と

へ
の
対
応
が
'
寛
政
改
革
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
こ
で
寛
政
改
革
に
お
け
る
諸
政
策
を
藩
政
の
中
に
体
系
的
に

位
置
付
け
る
こ
と
は
､
本
稿
の
段
階
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
｡

｢
は
じ
め
に
｣
に

お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
'
本
稿
は
特
に
'
収
奪
基
盤
の
変
容
に
着
目
し
た
も
の
で
あ

り
'
同
時
に
中
後
期
の
農
村
状
況
の
把
握
を
目
指
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

従

っ
て
､
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
重
要
で
あ
り
'
別
稿
を
期
す
つ
も
り
で
あ
る

が
'
特
に
改
革
断
行
を
直
接
に
動
機
づ
け
る
藩
財
政
構
造
と
実
態
の
検
討
'
と
り
わ

け
藩
士
財
政
の
窮
乏
が
'
借
上
や
蔵
元
か
ら
の
廻
米
強
制
と
ど
う
結
び
つ
き
'
ど
う

藩
財
政
の
窮
乏
と
か
か
わ

っ
て
-
る
の
か
と
い
う
視
角
が
兄
の
が
せ
な
い
｡
寛
政
改

革
最
大
の
施
策
で
あ
る
藩
士
土
着
策
は
､
端
的
に
は
'
藩
士
の
給
地
住
居
に
よ
る
也

方
知
行
制
で
あ
り
'
手
作
り
=

農
耕
従
事
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
つ
つ
も
'
村
役
人

を
媒
介
と
し
た
年
貢
収
奪
が
'
地
頭
直
収
納
に
よ
る
収
奪
に
切
り
換
え
ら
れ
る
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
'
従

っ
て
そ
れ
は
､
藩
士
財
政
の
自
立
を

一
定
度
目
指
し
た
も
の

で
あ

っ
た
と
推
論
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
即
ち
､
本
稿
で
示
し
た
農
村
状
況
と
藩
財

政
窮
乏
の
二
つ
の
打
開
が
'
藩
士
土
着
策
と
し
て
結
実
し
た
と
考
え
て
い
る
｡
そ
の

意
味
で
､
毛
内
有
右
衛
門
や
赤
右
安
右
衛
門
'
菊
池
寛
司
ら
の
改
革
意
見
書
の
検
討

も
､
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
｡
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〔
付

記

〕

本
稿
は
'

一
九
八

〇
年
七
月
二
七
日
'
弘
前
市
立
図
書
館
で
の
藩
政
史
研
究
会
に

お
い
て
報
告
し
た
内
容
の

一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
会
員
諸
氏
か
ら
貴
重

な
発
言
を
い
た
だ
い
た
｡
お
礼
申
し
上
げ
た
い
｡
ま
た
'
本
稿
作
成
に
あ
た

っ
て
'

弘
前
市
立
図
書
館
､
平
賀
町
郷
土
館
､
芳
賀
豊
太
郎
氏
､
浅
倉
有
子
氏
に
資
料
杏

堤
供
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
感
謝
し
た
い
｡

註
①

『
尾
崎
村
誌
｣
八
九
頁
所
収
｡

②

『中
里
町
誌
全
｣
に
よ
れ
ば
'

｢
高
無
百
姓
と
い
う
の
は
九
斗
九
升
九
合
以
下
の

収
穫
高
を
得
る
小
百
姓
の
こ
と
｣

(八
八
四
頁
)
と
し
て
い
る
が
'
表

a
に
は
適

用
さ
れ
な
い
｡

③
三
千
石
村

｢
佐
々
木
家
文
書
｣
'

『板
柳
町
郷
土
史
』

一
〇

1
頁
所
収
.

④

『藩
日
記
』
宝
暦
三
年
六
月
二
七
日
条
｡

⑤

｢越
石
｣
が
本
来

｢
出
作
｣
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
'

『地
方
凡
例
録

上
』

(
二
〇
四
真
'
近
藤
出
版
)
に
示
さ
れ
て
い
る
が
､
表

a
の
史
料
で
は

｢
出

作
｣
を
意
味
し
て
い
る
｡

⑥

み
ち
の
-
双
書
第
二
二
集

『
平
山
日
記
』
宝
暦
四
年
条
､
二
八
七
真
｡

⑦
例
え
ば
'

｢
私

(杉
館
村
甚
助
)
所
持
仕
候
惣
左
衛
門
田
方
六
人
役
､
右
銭
以
元

利
ヲ
請
人
罷
出
急
度
永
代

二
売
渡
可
申
候
｣

(明
和
五
年
)
や
'

｢私

(館
田
村

半
四
郎
)
田
畑
永
代

二
売
渡
｣

(安
永
四
年
)
等
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

⑧

『
平
山
日
記
｣
三
八
五
頁
｡

⑨

｢
要
記
秘
鑑
｣
明
和
八
年
五
月
二
三
日
粂
'
歴
史
図
書
社

『青
森
県
史
(
二
)
』
五

五

l
頁
所
収
o

⑲

『
平
山
日
記
』
三
六
六
頁
｡

⑪
種
々
の
物
人
や
不
作
等

によ
る
次
年
度
廻
米
を
約
諾
し
た
借
金
申
人
と
い
う
借
金

廻
米
は
'
廻
米
量
の
滅
石
等
に
よ

っ
て
'
つ
い
に
は
借
金
返
済
の
た
め
の
廻
米
と

し
て
'
蔵
元
か
ら
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
-
｡
次
の
史
料
に
見
え
る
よ
う

に
､
廻
米
を
唯

一
の
頼
り
と
し
た
借
財
を
重
ね
て
い
-
藩
財
政
の
悪
循
環
構
造
が

現
出
し
た
わ
け
で
あ
る
O
そ
し
て
廻
米
の
実
質
的
機
能
は
癌
の
手
か
ら
離
れ
へ
形

骸
化
し
た
坦
米
行
為
の
み
が
藩
の
手
に
残

っ
て
い
-
｡
こ
こ
に
薄
は
廻
米
量
確
保

を
'
必
然
的
に
し
か
も
精
力
的
に
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
り
'
従

っ
て
'

収
奪
強
化
の
原
因
を
蔵
元
に
よ
る
廻
米
強
制
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
｡

在
々
之
者
共
先
年
御
手
繰
壱
万
石
御
用
立
米
去
年

(重
層

1
1
年
)
ま
て
衝

利
足
米
被
下
置
候
間
'
当
年
も
可
彼
下
置
筈
に
候
得
共
'
何
遵
茂
存
知
之
過

近
年
御
手
繰
方
室
而
御
難
渋
之
上
､
去
年
江
戸
御
国
品
々
過
分
之
御
物
入
有

之

'

一
旦
江
戸
上
方
諸
釦
王
出
金
を
以
御
凌
相
立
候
得
共
､
右
御
約
諾
御
過

米
不
被
差
登
候
而
者
御
取
組
破
却

二
相
成
候
訳
に
付
'
無
拠
当
年
別
段
御
用

立
米
も
被
仰
付
候
得
共
､
右
御
不
足
程
之
御
都
合
及
兼
色
々
御
練
合
を
以
先

御
廻
米
之
儀
者
相
済
候
得
共
'
当
作
方
之
儀
も
､
稔
相
応
と
挿
内
植
立
後
敬

百
町
虫
付
妹
に
土
用
中
暑
気
薄
ク
思
召
之
外
御
撰
毛
も
有
之
､
勢
以
御
不
足

柏
重
り
､
右
御
所
借
之
触
手
速
に
も
御
行
届
難
被
成
程
之
儀
有
之
候
問
'
右
壱

万
石
元
利
御
返
済
触
手
練
成
兼
候
に
付
'
当
年
元
利
共
及
御
断
候
｣

(
r藩

日
記
』
宝
暦

一
二
年
九
月

二
ハ
日
粂
)

⑫

『
平
山
日
記
し
宝
暦
四
年
六
月
条

二
八
八
頁
｡

⑬
同
右
'
安
永
元
年
条
､
三
五
九
頁
｡

⑲
同
右
｡
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⑮
'
⑫

に
同
じ
｡

⑲

『
平
山
日
記
』
安
永
三
年
条
'
三
六
九
貢
｡

⑰
､
⑲

に
同
じ
｡

⑲
'
⑲
に
同
じ
｡

⑲

『平
山
日
記
』
三
四
三
頁
｡

⑳

同
右
'

一
八
八
頁
｡

㊧
正
徳
三
年
は
百
石
に
つ
き
二
五
俵
'
宝
暦
八
年
は
三
分
の

一
の
借
上
と
な

っ
て
い

る
｡

(
『
平
山
日
記
』
同
年
の
条
)

⑳
次
の
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
'
家
中
借
上
は
享
保
末
以
降
連
年
数
ケ
年
単
位
で
-
り

返
し
行
わ
れ
て
い
る
｡特
に
宝
暦
以
降
は
､廻
米
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ

と
が
'

｢毛
内
有
右
衛
門
筆
記
｣

(市
立
図
書
館
蔵
)
な
ど
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
｡

尚
'
筆
者
は
'
家
中
借
上
の
延
長
上
に
'
し
か
も
最
終
的
施
策
と
し
て
知
行
歳
入

(安
永
三
年
)
が
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
｡
詳
細
は
別
稿
を
期
し
た
い
｡

御
家
中
当
年

(宝
暦
四
年
)
迄
二
十
六
七
ヶ
年
の
問
御
借
上
米
御
取
立
'
尤

何
も
五
年
三
年
の
限
を
被
仰
出
候
故
其
年
限
を
柏
待
居
候
庭
'
又
々
御
借
居

其
上
半
知
に
被
仰
付
是
又
三
ヶ
年
の
限
被
仰
出
'
何
れ
も
此
年
は
必
微
速
と

存
し
如
何
様
と
も
相
続
致
居
候
虞
'
兎
角
御
沙
汰
も
無
御
座
候
'

(
｢毛
内

有
右
衛
門
筆
記
｣
宝
暦
四
年
間

一
二
月

一
五
日
条
'

『青
森
県
史

(
二
)
』

四
九
七
頁
)
｡

⑳

例
え
ば
､

『平
山
日
記
』
二
七
四
亘
'
二
七
八
頁
｡

⑳

『
平
山
日
記
』
安
永
三
年

一
二
月
条
'
三
六
八
頁
｡

⑳

｢封
内
事
実
秘
苑
｣

『
五
所
川
原
町
誌
』
四
二
貢
｡

⑳

『
平
山
日
記
』
二
九
二
頁
｡

⑳
同
右
'
三
〇
七
頁
｡

⑳

同
右
'
三
六
八
頁
｡

⑳
例
え
ば
'
大
光
寺
村
郷
士
芳
賀
家

｢
由
緒
書
｣

(
『大
光
寺
史
』
二
九
七
貢
)
'

岩
館
村
郷
士
斎
藤
家
四
代
甚
助
の
項

(斎
藤
馨

『岩
館
斎
藤
家
盛
衰
記
』
二
八
貢
)

に
､
中
後
期
調
達
金
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

⑲

『
平
山
日
記
』
宝
暦
四
年
条
'
二
八
四
頁
｡

⑪

｢
天
明
凶
荒
録
｣

(青
森
県
叢
書
第
七
編

『南
部
･津
軽
藩
飢
錘
史
料
』
三

二

頁
)
0

㊨
藤
田
小
三
郎
家

｢
家
記
｣
天
明
三
年
条
｡
こ
の

｢家
記
｣
に
は
'
宝
暦
元
年
-
天

明
四
年
迄
'
天
明
四
年
-
寛
政
三
年
迄
の
二
冊
が
あ
る
が
'
引
用
は
年
次
を
以
て

示
す
｡
以
下
単
に

｢
家
記
｣
と
記
載
す
る
｡
市
立
図
書
館
蔵
｡

⑬

『
平
山
日
記
』
天
明
四
年
条
'
四

一
五
貢
｡

⑳

｢家
記
｣
天
明
四
年
条
｡

⑮

｢天
明
凶
歳
日
記
｣

(青
森
県
叢
書
第
七
編
『
南
部
･津
軽
藩
飢
健
史
料
』
二
八
八
貢
)
｡

⑳
'
㊨

に
同
じ
｡

⑰

『
平
山
日
記
』
天
明
三
年
条
'
四

〇
四
貢
｡

⑳
同
右
'
天
明
二
年
条
'
三
九
八
百
｡

⑳
同
右
'
天
明
三
年
条
'
四

〇
三
頁
｡

⑲

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八
八
貢
｡

⑪

｢家
記
｣
天
明
三
年
七
月
二

l
日
条
O

⑫
同
右
'
天
明
二
年
六
月

l
〇
日
条
｡

⑬

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八

一
貢
｡

㊨

同
右
｡

⑮

｢工
藤
家
記
｣

(
み
ち
の
-
双
書
第
七
集

『津
軽
歴
代
記
類
』
二
三
二
貢
)
｡
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⑬

｢
平
山
日
記
｣
天
明
二
年
条
'
三
九
八
頁
｡

⑰

｢
天
明
凶
荒
録
｣
三
〇
一
貢
｡

⑬

｢
工
藤
家
記
｣

(
『津
軽
歴
代
記
類
』
二
三

頁
)｡
割
注
に
'｢米
留
と
ハ
'
所
々
在
々

よ
り
米
穀
売
出
に
来
る
人
馬
を
改
め
凡
て
取
押
へ
私
売
を
禁
ず
る
役
所
を
建
る
を

云
｣
と
あ
る
｡
尚

『
平
山
日
記
』
同
日
条
(
四
〇
五
貢
)
の
七
ヶ
条
も
参
照
さ
れ
た
い
｡

⑲
同
右
､
二
三
二
貢
｡

⑳

｢家
記
｣
天
明
三
年
七
月
二
六
日
条
｡

㊤

『
平
山
日
記
』
天
明
三
年
条
､
四
〇
八
頁
｡

⑫

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八
三
貢
｡

⑳

｢家
記
｣
天
明
三
年
七
月
二
六
日
条
に
よ
れ
ば
'
金
木
､
俵
元
新
田
農
民
も
加
わ

っ

た
と
あ
る
｡

⑭

｢工
藤
家
記
｣

(
『津
軽
歴
代
記
類
』
二
三
〇
頁
)
｡

⑮
'
⑲
に
同
じ
｡

⑳
'
㊨
に
同
じ
｡

◎

『平
山
日
記
』
安
永
九
年
条
､
三

八

八

頁

｡

⑳

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣

(
二
八
三
見
)
で
は
､

｢
十

一
ケ
年
以
前
よ
り
｣
と
な

っ
て

い
る
｡

⑲

『藩
日
記
』
天
明
六
年

一
月
二
四
日
条
に
'

｢
領
内
拾
七
万
人
余
之
扶
助
難
相
成
｣

と
あ
り
'
死
者
八
万
人
余
を
加
え
る
と
二
五
万
人
と
な
る
｡

⑳

｢家
記
｣
天
明
四
年
条
｡

㊧

『平
山
日
記
』
天
明
四
年
条
､
四
二
六
頁
｡

㊧

｢家
記
｣
天
明
三
年
条
｡

⑬

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八
八
五
｡

㊧

『平
山
日
記
』
天
明
三
年
条
へ
四

一
九
貢
｡

⑮

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八

一
貢
｡

㊧

『平
山
日
記
』
天
明
三
年
条
'
四

一
六
貢
｡

⑰

㊧

に
同
じ
｡

⑳

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八
六
頁
｡

⑲
例
え
ば

『平
山
日
記
』
天
明
四
年
条

(
四
二
五
貞
)
に
は
'

｢
諸
色
売
買

ハ
至
而

下
直
'
猶
又
田
地
壱
反
歩
二
付
五
匁
三
匁
'
或
ハ
人
に
寄
り
近
所
出
入
之
者
江
粥
挿

絵
せ
候
上

二
少
々
銭
を
遣
り
･'
家
屋
敷
田
畑
之
反
別
証
文
取
候
而
所
持
せ
し
族
も

間
々
相
見
得
候
｣
な
ど
と
あ
る
｡

⑲

『
平
山
日
記
』
天
明
八
年

一
二
月
二

一
日
条
'
四
五
四
貢
｡

⑪

｢
天
明
凶
歳
日
記
｣
二
九
四
貢
｡

⑫

｢佐
藤
家
記
｣

(
『津
軽
歴
代
記
類
』
二
四
三
貢
)
0

⑬

『平
山
日
記
』
天
明
六
年
条
'
四
三
九
頁
｡

⑭

同
右
､
天
明
七
年
条
'
四
四
四
頁
｡

⑮

同
右
､

天
明
八
年
条
'
四
五

一
貢
｡

⑲

｢
田
畑
不
熟
損
毛
御
届

一
件
｣
天
明
四
年
条
｡

㊦

｢天
明
凶
歳
日
記
｣
二
九
六
貢
｡

⑲

『平
山
日
記
』
天
明
七
年
条
'
四
四
六
頁
｡

扱
今
年
豊
作

二
相
納
り
米
壱
俵
廿
三
'
四
匁
二
而
殊
ノ
外
世
上
脹
々
敷
､
諸
色
高

値

二
候
得
共
諸
民
村
々
外
花
見
を
好
み
諸
品
相
調
候
間
､
商
之
有
之
事
移
敷
町

々
も
繁
昌
相
成
申
候
､
諸
職
人
並
日
雇
取
も
弥
払
底

二
而
'
猶
在
方
仮
子
之
倭

ハ
上

二
付
三
百
日
余
夫
よ
り
弐
百
四
'
五
拾
目
以
下
小
者
等
迄
弐
百
目
内
外
勧

座
候
､
誠

二
加
様
之
脹
々
敷
事

ハ
前
代
よ
り
多
-
有
間
敷
候
と
思
ひ
候
な
り
'
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只
々
衡
家
中
方
而
巳
衡
難
儀
被
成
候
而
何
共
気
毒

二
恩
申
事

二
御
座
候
･

⑲
同
右
'
天
明
六
年
条
'
四
四
〇
貢
｡

㊨

｢
家
記
｣
天
明
三
年
条
｡

㊧

『平
山
日
記
』
天
明
三
年
条
,
四

一
八
頁
｡

㊧

｢天
明
凶
歳
日
記
｣
二
八
九
良
｡

㊧

｢家
記
｣
天
明
二
年
条
｡

㊧

『藩
日
記
』
天
明
四
年
四
月
二
二
日
条
｡

⑮

『中
里
町
誌
全
』
二
四
六
真
｡

(田
名
部
高
校
大
畑
分
校
教
諭
)



麦 a 安永三年八百 六先手組 平田森村戸数人別謂 (p馴 合対誌｡よ｡僻目
農 R 名 ,ft_Q.締 高 才寺嘉内応石 持高内作人付 当 作 分 有 .%& t8 %

占 維 三吉 三野 100亨085 石 51乍051 石 31 化S.TかうQ)板子1人

′′ jf左'GTT門 65.496 20.495 扱き寺持 78.401 j 五人且且主点

′ノ 三言 ,hJaf 60.307 21.547 I 庄屋('tR点30石)

′ノ t # JGT- 63.933 21.6年0 3 五̂地熱はよ15E).同村息.g如 脈王佐†と4る

′′ イ二桁 Pq a,585,Li8TgS 18.813 1 五人点且錦

′′ 甚 十印 2Z.791 fj.OjZ 2 声肘84作脚1-i(3〟主任子こし.凧居

′′ 班 )矢ep 20-75■Z I
′′ 長 四 郎 18,777 14.q41 1
′′ チ肺門 田方島,.3品kZf 畑妻i畠主音 2
〟 言 五 郎 16.038 74.138 斤左折門分家 I jeGT抑1養子
/′ 長 ′＼ 75.369 ー2.310 1 五人組錦
′′ 与 三郎 ー3.570 73.570 2 五人組頭
〟 弥 惣 i7 12.6()6 6.200 1

高 菜 与 太郎 12.320 1Z.3ZO t兵/1軒'nt束 1 t央qT〉只男

百姓 喜 三郎 日.380 1
′′ 福 新 門 ?.∂5g 9.858 3
′′ ;1着'157門 守.252 1

嘉 魚 万 太 郎 8.710 8.770 -;i如31-/771泉 I

石女生 Jq 作 8.45() 1
(′ イ丘五宍僻 7.756 1

高 弁 幸 吉 5.g90 席左'tSf門介貫 ー jfを'(Sf門弟

白組 手 兵'4〒 5.4:30 5.ヴoo 1

鳥 焦 &公 4.[04 Z.945 [&五兵はf伊東 I 作五矢19-T四男

一′ 歳 桁 門 2.647 2.187 8.883,:孝三ePFL ____._一一､__ 1
ノノ 左 吉 1.900 長 田帥分家 0
/.I 七 三 eP 1.1gO 請三郎指 6.700 1
〟 顔 )果eo 相方1反Z畝 与三郎持 8.773 I

// 轟 共 '13i 0 庁左は研F.f lo.677 - ~ー

ケ -;%I穴即 0 娼三郎持 6.876 I

′′ 長 五 eP 0 長 ハ持 4.一ot I 板柾触手iRt居鵬 ′V二郎 当年矧Fj.三男鮒JLLt
〟 イ二桁門 0 0 /4.二男化村 阜ヽ'Ll

′′ 3,ft 央 嬉子 0 0 弥宍'tS〒LL居対tR'Tgiヽ手/I.1.'榊とLtヽ手JL.1

′′ JC_ 0 1

日 日 H Iい II:'柵 と､土ヰ)(,/1人糾 /;仙 人 r い j:】(
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表♭安永三年平田農相絹絹戚(pG崎帽 DJ凧

石 高(石) 6汚く人)鳥居(A) if(̂ 1 'A 庄屋 五仙出兵
1006～ 1 I】】 1 3.0

50-100 3 3 1.1 1 a
～0- 30 3 i 3 1.1 1

16- 20 午 4 1Z.T E 7
10-15 3 1 午 12.1 1

5-10 5 2 7 Z1.2 ‡

0- 6 5 5 15.a

0 6 6 1g.a

汁 19(A) 14(A)∃33川)LOO.0 1(A) 5(A)

表C 安永三年平田森村日雇取層内容(FFE新鶴 川 副

農民名 阜_ 'LL' 兄 居 軟 五人姐 壌___j _｣
久米次郎 ネ壬謀村三とBJ) OR看取

大 師 黒石前QT榊虐讃Bh ′′

作 irTPl 居村基十印 ′′ 妻子,共同八方へ同居手'L.1
福 Bh 弘前io徳CT砧とBD 〟

;･主)oFprよ居鮒 土居.五人組積成鼻を示1.

表e天明飢声封入況
fLf象 年月 1 内 容 出 典

～ i鉢 花行1f'Jれ 18,000余人Z OOO東大 r天明凶貞LB記J

天明3年ー2月 他国行於非人J傾 ′10,000呆人∂00余人

守 烏 17′2日 疋 r才事至虐代記頑｣

5圭)?.暦年中吉5(蜂黒石錦)人口222,280余^
戸数 3Z,810,i:F-

(r牛山B記 JP333よ.)17p+;)

118-

衷d芳質素の士朗刺k'/乱
(年 代 iz七枚 %
:-. 1 1.I

fL層 6 1 恒 E14 73

8月iD 3 1 l中 I

4 1
6 2年
7 1

■妄永 Z 16 36.1】

3 1

午 ll
ど 2

夫8月 2 1 ll3.4 :l1

3 3 4
5 丁

6 1

音l丈 1 1 3.7∂ 1

(阜kf.年不詳) 1
丈化 5' 1 tl

(相 可大足寺r芳賀衣f昔｣)
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表h天明四年新王即題付根,i

田ち 維 化 禎 tz7,76ECT8丘2'-416歩

稲 作植付 日β73 2 5 25
錦 植付 Z,0172 0 23
豆 植付 67 8 0 08

(植 付小計) 137GO Z G Z6/
麓 雅 13,805 77 23

畑方 Jk;Lと績 ヽ

暮12.400 0 0 tT

イ土 付 4.708 9 1 79

;'f)羊印は.言E打直である.

くr平山日記｣P4Z7上tJ作動

表i田畑娼 亀吉

絹 も

129.020 LitLJ
04Z 5Z0

Iqg,610 500
18g,761 036
160.Z85 140
T30,870 100

161,639 ∫80
157.g66 260
72.Zll q15

735,717 170
69一541 309

727,403 830

65-920 09 8
121′973 2Z4

;t圭日,1･･爪も総高242,353石5斗2弁の内の絹i
･天8月9年以P如‖貼 孝よリLl耳
･夫8月l･2年(工芸己訂fjL

Lr血相■柁 鵬 ,Lq届一作 ,より作由

-20-

表f天BR3年言組 作も扶況

名 ′組 名 田 大田

辛 大 妃寺 30'/. 40'/.嫁 冥 30 40
賀 尾 崎 ZO 30
症 大 .4.守 Z() 30

fD Jt息 ZO 30
堀 越' ZO 30

垂加 I一一服 代 10 40i +I,/ 10 4ー)
症 駒 好 10 ZO

泉 石 10 lO

木 田 10 ZO
増 館 10 10
藤 崎 描 10
細 末 =) 10
有 感｣正し 10 TO
広 田 10 ー0
浪 宵 10 10
浦 町 70 =)
頒 内 ー0 ー0
餅 ofof 0 0
全 木 0 0
恨 元 0 0
)pL. 'fR 0 0
木 造 0 0
-油 川 0 0

三f)天明3年?a16日即阜'1fcfEl上り作成

(r;.手軽歴代otE類 ,FZ34)


