
〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

は
じ
め
に

弘
前
藩
宝
暦
改
革
に
お
け
る

｢標
符

(通
帳
)｣
の
形
態
に
つ
い
て

-

｢宝
暦
七
丁
丑
年
五
月

諸
晶
通
｣
と
宝
暦
五
年
の
米
切
手

-

弘
前
藩
の
宝
暦
改
革
に
お
け
る
標
符
は
､
広
く
は
藩
札
の
範
境
に
入
り
'
領
内
に

流
通
さ
せ
る
こ
と
で
金
銀
銭
を
藩
庫
に
蓄
え
'
困
窮
し
た
財
政
を
賄
お
う
と
し
て
発

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
藩
札
と
い
っ
て
も

一
般
の
札
の
よ
う
な
紙
片
で

は
な
く
､
史
料
上
は

｢封
内
事
実
苑
｣
宝
暦
六
年

(
一
七
五
六
)
十
月

一
日
条

(弘

前
市
立
図
書
館
蔵
)
な
ど
か
ら
'
帳
面
仕
立
て
の

｢通
帳
｣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡

本
年
五
月
'
そ
れ
ら
標
符
関
係
史
料
と
の
比
較
か
ら
t
は
ぽ
こ
の

｢通
帳
｣
の
内

の
一
種
類
と
断
定
で
き
る
史
料
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
れ
ま
で
'
通
帳
の

実
物
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
'
そ
の
実
態
に
迫
り
に
く
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
以
下
に

に
そ
の
紹
介
を
行
い
'
あ
わ
せ
て
そ
の
形
態
に
つ
い
て
､
他
の
諸
史
料
と
と
も
に
～

ま
と
め
て
み
る
こ
と
と
し
た
｡

ま
た
'
標
符
の
形
態
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
'
従
来

｢標
符
｣
と
し
て
諸
書
に

紹
介
さ
れ
て
き
た
宝
暦
五
年
発
行
の
米
切
手
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
｡
果
た
し
て

｢標
符
｣
と
言
え
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
も
含
め
て
'
現
在
'
筆

者
が
確
認
で
き
た

1
1
枚
の
米
切
手
を
紹
介
､
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
.

本

妻

史

以
上
'
本
稿
は
'
標
符
の
形
態
を
示
す
新
出
史
料
等
の
紹
介
を
中
心
と
し
た
も
の

で
は
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
標
符
に
関
す
る
議
論
に
新
た
な
素
材
を
提
供

で
き
る
と
と
も
に
､
宝
暦
五
年
の
大
凶
作
を
は
さ
ん
で
'
藩
の
経
済
政
策
が
ど
の
よ

う
に
転
換
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
も
示
し
う
る
と
を
考
え
て
い
る
｡
し
た

が
っ
て
'
今
後
の
弘
前
藩
宝
暦
改
革
研
究
の
前
提
と
し
て
の
､
標
符
の
形
態
に
関
す

る
'
現
段
階
で
の
｢覚
え
書
｣
と
し
て
本
稿
を
と
ら
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

本
稿
で
扱
う
標
符
の
形
態
に
関
わ
っ
て
の
主
な
先
行
研
究
に
､
長
谷
川
成

一

｢弘

前
藩
に
お
け
る
藩
札
の
史
料
収
集
と
研
究
｣
(日
本
銀
行
金
融
研
究
所
委
託
研
究
報

告

'

一
九
九
五
年
)､
滝
沢
武
雄

『
日
本
貨
幣
史
の
研
究
』
(校
倉
書
房
'

一
九
六
六

午
)'
雨
森
久
衛

『
弘
前
藩
の
藩
札
』
(ワ
ー
プ
ロ
出
版
社
'

一
九
八
六
年
)'
肴
倉

弥
八

｢旧
津
軽
藩
祇
幣
研
究
｣
(『
郷
土
誌
む
つ
』
第
二
号
～
四
号
'

一
九
三

一
二
二

二

･
三
五
年
)
な
ど
が
あ
る
｡
標
符
の
形
態
に
つ
い
て
は
'
い
ず
れ
も
基
本
的
に
同

じ
史
料
を
用
い
て
お
り
'
本
稿
に
よ
っ
て
補
い
う
る
点
も
多
い
｡

な
お

｢通
帳
｣
の
読
み
方
は
'
後
述
す
る
よ
う
に
史
料
上

｢通
｣
の
み
で
出
て
く

る
こ
と
も
多
く
'
歴
史
用
語
と
し
て
は
そ
の
実
態
か
ら
も

｢か
よ
い
ち
ょ
う
｣
と
す

べ
き
で
あ
る
が
'
慣
用
的
に

｢
つ
う
ち
ょ
う
｣
と
読
む
こ
と
が
多
い
｡
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一

｢棟
符

(通
帳
)｣
の
形
態
と
呼
称

藩
札
の
性
格
を
も
ち
､
通
帳
と
し
て
使
用
さ
れ
た
標
符
の
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
写
真
で
掲
載
し
た
史
料
は
'
弘
前
市
古
巣
の
小
嶋

謙
三
氏
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
｡
同
家
は
享
保
期
に
新
田
開
発
に
よ
っ
て
高
杉
組
小
鴨

柿

(現
弘
前
市
官
業
)
を
開
村
し
た
豪
農
と
し
て
知
ら
れ
､
代
々
長
兵
衛
を
名
乗
っ

て
い
る
｡
宝
暦
期
は
四
代
目
に
当
た
り
'
同
四
年
に
御
用
達
､
同
七
年
に
は
大
庄
屋

を
勤
め
た
家
柄
で
あ
る

(『
青
森
県
人
名
大
事
典
』
東
奥
日
報
社
､

一
九
六
九
年
)｡

同
家
の
文
書
群
の
中
に

一
冊
だ
け
紛
れ
て
い
た
も
の
を
､
縁
戚
に
当
た
る
小
嶋
義
憲

氏

(高
照
神
社
文
化
財
維
持
保
存
会
後
援
会
事
務
局
長
)
の
案
内
で
兄
い
出
す
こ
と

が
で
き
た
｡
表
紙
に

｢宝
暦
七
丁
丑
年
五
月

諸
晶
通
｣'
表
紙
裏
に

｢紙
数
廿
弐

枚
｣
と
あ
り
'
袋
と
じ
の
半
紙
に
四
行
の
罫
線
が
引
か
れ
て
い
る
｡
大
き
さ
は
縦
二

三
､
五

皿
横

一
六
､
五

皿
で
竪
帳
｡
二
つ
折
り
の
部
分
の
下
の
方
に

l
T
ご
と
に

｢壱
｣
か
ら

｢二
十
｣
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
､
衰
耗
と
裏
表
紙
を
あ
わ
せ
る
と
二

二
枚

(二
二
丁
)
と
な
る
｡

一
枚
目
に
は
御
運
送
役
と
御
員
数
方
の
印
が
押
さ
れ
'

こ
の
諸
品
通
の
固
有
番
号
と
考
え
ら
れ
る

｢数
百
十
六
番
｣
と
､
同
じ
く
こ
の
諸
晶

通
に
よ
っ
て
商
品
と
の
引
き
替
え
が
可
能
な
総
高
を
示
す

｢銀
壱
貫
目
也
｣
の
記
載

が
あ
る
｡
紙
数
の

｢廿
弐
｣
と
銀
高
の

｢壱
｣
の
部
分
'
お
よ
び
各
丁
の
綴
じ
目
の

部
分
に
偽
造
を
防
ぐ
た
め
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
｡
｢銀
壱
貫
目
｣
の
こ
の
諸
晶
通

を
も
っ
て
品
物
の
購
入
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
､
五
月
二
十
五
日
に
､
富
田
屋
市

郎
兵
衛
か
ら
三
匁
三
分
で
半
紙
壱
束
'
竹
屋
惣
七
か
ら
拾
八
匁
で
白
と
中
形
の
木
棉

を
壱
反
ず
つ
購
入
し
て
い
る
｡
価
格
と
購
入
先
の
と
こ
ろ
に
､
店
の
印
が
押
さ
れ
て

i.l
辱

､..
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つ
い
て
は
､
こ
の
諸
品
通
の
持
ち
主
の
記
載
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
'
｢数
百
十
六

番
｣
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
が
､
解
決
の
糸
口
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
判
然
と
し

な
い
｡
な
お
､
各
購
入
先
の
商
店
で
は
､
該
当
す
る
罫
に
割
印
を
押
し
て
い
る
｡
各

商
家
に
お
い
て
販
売
台
帳
を
作
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

さ
て
'
こ
の

｢諸
品
通
｣
が
い
わ
ゆ
る
弘
前
藩
宝
暦
改
革
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た

｢標
符

(通
帳
)
｣
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
､
標
符
の
形
態
お
よ

び
呼
称
に
関
わ
る
諸
史
料
の
記
載
を
見
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
｡

r封
内
事
実
秘
苑
｣
宝
暦
六
年
十
月

1
日
条
に
よ
れ
ば
'
次
の
よ
う
に

r立
紙
経

引
｣
の
帳
面
に
'
身
分
ご
と
に
違
っ
た
書
き
方
と
な
っ
て
い
る

(①
～
③
は
便
宜
上
､

筆
者
が
付
し
た
)｡

十
月
朔
日
よ
り
知
行

･
御
切
米
英
､
諸
品
通
帳
二
而
被
下
侯
､
尤
翌
丑
年
七
月

一

よ
り
通
相
止
侯
而
､
正
鋲
渡
二
成
､
右
通
之
名
目
を
標
符
と
唱
候
､
書
様
左
二
､

l

但
立
紙
経
引
,

一

①

高
何
百
石

何
之
誰

い
る
｡
こ
の
ほ
か
日
付
は
な
い
が
､
三
河
屋
忠
治
郎
か
ら
四
匁
八
分
で
酒
三
升
を
購

入
し
て
い
る
｡
購
入
は
こ
の
三
件
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
諸
晶
通
は
表
紙
に

あ
る
宝
暦
七
年
五
月
分
の
も
の
で
あ
り
､

一
ケ
月
ご
と
に
諸
品
通
が
作
成
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
､
標
符
の
発
行
は
同
年
七
月

一
日
を
も
っ
て

停
止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
､
六
月
の
使
用
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
こ
の

時
期
は
､
後
述
す
る
よ
う
に
棲
符
に
よ
る
経
済
的
混
乱
が
大
き
く
､
あ
ま
り
使
用
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
三
件
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
あ
る
い
は
ま
た
､
日
付

が
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
以
前
の
購
入
品
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
こ
の

諸
晶
通
は
五
月
に
お
け
る

｢百
十
六
番
｣
目
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
れ
ら
に

俵
二
〆
何
百
俵

代
銀
何
貫
何
百
匁

壱
俵
二
付
拾
三
匁
ツ
1

御
運
送
役
判

御
負
数
方
判

②

何
拾
何
匁
ハ

何
屋
某

但
売
物
不
顕

町
屋
ハ
無
高
之
標
符
'
右
は
有
米
御
蔵

へ
買
上
､

一
俵
二
付
代
銀
拾
三
匁

③

米
何
百
何
拾
俵

何
組
何
村
某

代
銭
之
書
様
御
家
中
之
通
'
表
書

二
標
符
と
有
'

何
組
何
十
何
番
村

御
運
送
役
判

御
員
数
方
判

右
標
符
之
義
'
十
二
月
中
旬
頃
よ
り
諸
晶
通
帳
と
名
目
改
､
(後
略
)



①
は
藩
士
､
②
は
町
人
､
③
は
百
姓
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
｡
『
平
山
日
記
』
(み

ち
の
く
双
書
二
十
二
集
､
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
､

一
九
七
九
年
)
宝
暦
六
年
十

月
条
に
も
､
各
身
分
ご
と
に
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
が
示
さ
れ
て
お
り
､
い
ず
れ
も
竪
帳

で
罫
を
引
き
､
表
書
き
に
標
符
と
書
い
て
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
竪
帳
で

買
物
を
す
る
と
き
は
､
改
革
に
よ
っ
て

一
家
業
に
限
定
さ
れ
た
商
家
に
行
っ
て
品
物

を
購
入
し
､
そ
の
際
､
帳
面
に
は

｢
一
､
何
拾
何
匁
当

何
屋
誰

売
物
を
不
顕
｣

と
記
す
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
｢津
軽
編
覧
日
記
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
同
年
九

月
条
に
よ
れ
ば
､
知
行
取
藩
士
の
俸
禄

(十

一
月
か
ら
惣
物
成
高
)
は
通
帳
で
渡
す

こ
と
と
し
て
い
る
が

(十
二
月
か
ら
切
米
取
も
同
様
)､
そ
の
通
帳
は
半
紙
を
二
つ

折
り
に
し
て
､
片
面
に
四
通

(四
行
)
ず
つ
墨
で
罫
線
を
引
き
､
表
に
標
符
と
書
き
､

中
に
､
｢米
何
石
何
斗
何
升
何
合
､
此
代
銀
何
百
何
拾
何
匁
何
分
､
御
運
送
役
判
､

御
員
数
方
判
｣
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
在
方
の
者
の
標
符
は
､

米
穀
方
に
持
参
し
た
米
穀
を
銀
高
に
換
算
し
､
藩
士
の
標
符
と
同
様
に
記
す
こ
と
と

あ
り
､
三
書
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
と
し
て
よ
い
｡
町
民
に
つ
い
て
は
､
い

ず
れ
も

｢無
高
｣
の
標
符

(通
帳
)
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
､
標
符
の
一
形
態
と
し
て

｢小
通
｣
と
い
う
標
符
が
通
用
し
た
｡
現
存

し
て
い
る
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
､
諸
史
料
か
ら
想
定
す
る
し
か
な
い
が
､

小
額
の
標
符
の
こ
と
で
､
日
々
の

｢小
遣
｣
用
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

｢津
軽
編
覧
日
記
｣
(同
前
条
)
に
よ
れ
ば
､
｢標
符
本
通
之
外
｣
と
し
て

｢小
通
｣

が
あ
げ
ら
れ
､
｢日
々
小
遣
之
た
め
御
員
数
方
江
標
符
持
参
致
候
得
は
､
同
所

二
而

切
分
ケ
小
札

こ
し
､
是
を
小
通
と
言
｣
と
あ
る
｡
寺
社
の
初
穂
や
布
施
､
薬
代
､
日

雇
銭
の
類
を

｢切
手
形
｣
で
支
払
い
､
両
替
方
で
書
き
替
え
ら
れ
た
｡
標
符
か
ら
小

通

へ
の
切
り
替
え
は

｢銭
六
拾
目
之
通

ハ
銭
八
分
｣
と
さ
れ
た
｡

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
(同
前
条
)
で
は
､
物
資
不
足
の
た
め
に
少
し
ず
つ
し
か
購

入
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
､
｢切
通
帳
｣
と
い
う
の
が
で
き
た
と
し
､
そ
れ
を

｢日

々
小
遣
之
為
御
員
数
方
江
持
参
候

へ
ハ
､
同
所
二
而
切
分
小
札

二
致
､
是
を
小
通
共

い
ふ
｣
と
あ
る
｡
標
符
を
切
り
分
け
た
の
か
､
｢切
通
帳
｣
と
い
う
の
を
切
り
分
け

た
の
か
判
然
と
し
な
い
が
､

一
枚
も
の
の
小
札
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
｡
た
だ

し

『
平
山
日
記
』
(同
前
条
)
に
､
小
遣
い
に
し
た
い
と
き
に
は
､
標
符
を
切
り
替

え
に
御
員
数
方

へ
行
け
ば

｢何
匁
何
分
御
員
数
方
と
し
て
横
帳
面
の
小
冊
出
し
侯
間
､

夫
々
に
て
｣
医
者

へ
の
薬
代
や
諸
職
人

へ
の
日
雇
銭
の
払
い
方
に
遣
わ
す
､
と
あ
る
｡

｢横
帳
面
の
小
冊
｣
と

｢切
通
帳
｣
と
は
同
じ
も
の
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
､
先
の

宝
暦
七
年
五
月
の

｢諸
品
通
｣
(小
嶋
家
文
書
)
を
見
る
限
り
､
竪
帳
の
標
符
を
切

り
分
け
て
小
札
と
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
､
小
札
に
切
り
分
け
る
た
め
の
横
帳
の

切
通
帳
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
｡
こ
れ
を

｢小
通
｣
と
い
っ
た
の
か
､
小
札
と
な

っ
た
も
の
を

｢小
通
｣
と
い
っ
た
の
か
も
含
め
､
そ
の
形
態
は
解
明
す
べ
き
点
が
多

い
｡
な
お
､
｢高
岡
霊
験
記
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
の

｢乳
井
か
立
ル
徳
政
却
て

邪
政
と
相
成
事
｣
の
項
に
､
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
｡

両
替
屋
有
て
､
此
所
に
て
切
標
符
と
い
ふ
を
仕
出
し
､
た
と

へ
ハ
百
目
の
標
符

高
之
内
､
拾
匁
或

ハ
壱
匁

･
弐
匁
と
小
標
符
を
出
し
､
是
を
切
標
符
と
い
ふ
､

是
を
以
て
寺
社

へ
の
布
施
或

ハ
俗
家
吉
凶
音
信
の
樽
代
､
或

ハ
日
用
手
間
賃
等

に
も
是
を
以
て
あ
た

へ
て
､

一
銭
た
り
と
も
正
銭

つ
か
ひ
を
停
止
し
､

一
切
の

弁
用
､
標
符
を
以
て
通
用
な
せ
り
､
(後
略
)

こ
こ
に
見
ら
れ
る

｢切
標
符
｣
の
使
い
方
､
す
な
わ
ち
､
小
通
=
切
通
帳
=

切
標
符

(小
標
符
)
と
す
れ
ば
､
や
は
り

｢小
通
｣
は
小
札
と
し
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
同
書
同
項
に
は

｢入
用
の
品
を
調
ん
と
し
て
､
彼
標
符
を
以
て
其

13



廉
々
へ
持
参
せ
ハ
'
渡
し
方
に
て
控
帳
に
記
し
'
両
帳
に
渡
し
た
る
印
し
て
'
件
の

晶
を
渡
し
｣
と
も
あ
り
'
少
額
の

｢小
通
｣
で
あ
っ
て
も

｢横
帳
面
の
小
冊
｣
で
あ

る
可
能
性
は
拭
い
き
れ
な
い
｡

こ
の
ほ
か

｢別
段
標
符
｣
と
い
う
の
が

｢封
内
事
実
秘
苑
｣
(同
前
条
)
に
見
え

る
｡
品
不
足
や
売
り
渋
り
で
'
通
常
の
標
符
で
は
な
か
な
か
購
入
で
き
な
い
状
況
で

も
､
こ
の

｢別
段
標
符
｣
で
あ
れ
ば
商
品
を
販
売
し
て
く
れ
る
と
い
う
'
極
め
て
価

値
の
高
い
信
頼
性
の
あ
る
標
符
で
あ
る
｡
｢高
岡
霊
験
記
｣
の

｢足
羽
長
十
郎
薯
惨

の
事
｣
の
項
に
は

｢別
通
｣
と
あ
り
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

御
郡
内
ケ
様
に
困
窮
せ
る
中
に
'
乳
井

･
足
羽
に
因
ミ
た
る
族

ハ
格
別
の
施
し

に
預
か
り
て
､
正
金
銀
を
自
由
に
つ
か
い
'
又
ハ
別
通
と
い
へ
る
を
出
来
し
て
'

彼
出
入
の
面
々
へ
是
を
送
る
に
'
此
別
通
に
て
ハ
何
晶
も
調
さ
る
と
い
ふ
事
な

し
'
足
羽
か
徒
貯
置
品
物
を
員
数
方
よ
り
差
図
を
出
し
て
相
渡
し
故
也
､
此
敬

扱
藤
岡
三
庵
い
た
し
た
り
､
右
別
通
を
つ
か
ふ
人
別

一
々
相
知
と
い
へ
共
'
こ

こ
に
顕
さ
す
'
是
知
行
切
米
給
分
の
外
に
し
て
'
ま
た
共
晶
調
達
す
る
事

ハ
～

御
給
分
の
標
符
に
倍
し
け
る
'
(後
略
)

つ
ま
り
'
乳
井

･
足
羽

一
派
が
員
数
方
を
抱
き
込
ん
で
通
用
さ
せ
た
不
正
の
標
符
で

あ
る
｡
乳
井
の
政
治
を
江
戸
の
松
平
宮
内
少
輔
忠
恒
に
訴
え
た
'
弘
前
耕
春
院
の
覚

源
の
訴
状
の
中
に
も

｢
一
'
己
に
出
入
る
者
は
金
銀
或
ひ
ハ
別
通
と
申
す
を
達
し
､

己
に
疎
き
も
の
ハ
困
窮
仕
候
事
｣
(
｢高
岡
霊
験
記
｣
の

｢乳
井
か
姉
謀
露
顕
の
事
｣
の

項
)
と
あ
る
｡
通
常
の
標
符
と

一
見
し
て
区
別
が
つ
く
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か

な
ど
'
そ
の
形
態
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
示
す
史
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
｡

次
に
'
標
符
の
名
称
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
～

標
符
以
外
に

｢通
帳
｣
｢諸
晶
通
帳
｣
の
呼
称
が
あ
り
'
通
用
の
違
い
に
よ

っ
て

｢小
通
｣
｢切
通
帳
｣
｢切
標
符
｣
｢別
段
標
符
｣
｢別
通
｣
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
｡

｢切
手
形
｣
は
形
態
か
ら
見
た
呼
称
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢津
軽
編
覧
日
記
｣
(同
前
条
)
で
は
､
知
行
取
藩
士
に
渡
す
の
は

｢通
帳
｣
で

あ
る
が
'
そ
の
表
書
き
は

｢標
符
｣
で
あ
り
'
町
在
の
標
符
は

｢諸
品
通
帳
｣
を
名

目
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
へ
宝
暦
六
年
十
二
月

一
日
か
ら
切

米
取
藩
士
も
知
行
取
同
様
に
標
符
で
俸
禄
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
'

｢此
時
標
符
と
申
名
目
不
宜
由
二
而
通
帳
と
相
改
｣
め
た
と
あ
る
｡
ち
な
み
に

｢標

符
｣
の
所
見
は
'
｢国
日
記
｣
宝
暦
六
年
十
月
二
十
九
日
条
で
あ
り
'
知
行
の
蔵
渡

し
に
と
も
な
っ
て
の
標
符
渡
し
で
あ
る
｡
｢封
内
事
実
秘
苑
｣
(同
前
条
)
に
は
'
藩

士

へ
は

｢諸
品
通
帳
｣
を
渡
し
て
い
る
が
'
そ
の
名
目
は

｢標
符
｣
で
あ
り
'
町
民

･
農
民
の
も
の
も
'
表
書
き
は

｢標
符
｣
だ
と
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
は
､
十
二
月

上
旬
頃
か
ら
名
目
を

｢諸
品
通
帳
｣
に
改
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'

藩
庁
が
設
定
し
た
い
わ
ゆ
る
標
符
機
能
を
も
つ
も
の
を
､
総
体
と
し
て
'
ま
た
制
磨

と
し
て
呼
ぶ
場
合
は

｢標
符
｣
で
あ
り
'
同
年
十
二
月
ま
で
は
'
竪
帳
の
呼
称
も

｢標
符
｣
で
あ
り
'
表
書
き
も

｢標
符
｣
と
記
さ
れ
て
い
た
O

そ
し
て
十
二
月
以
降

は

｢標
符
｣
の
呼
称
は
'
制
度
的
に
も

｢通
帳
｣
と
な
り
'
表
書
き
に
は

｢諸
品

通
｣
(も
し
く
は

｢諸
品
通
帳
｣
か
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

以
後
'
法
令
等
の
公
文
書
で
は

｢通
帳
｣
と
記
載
さ
れ
'
そ
の
停
止
を
申
し
付
け
た

惣
蝕
に
お
い
て
も

｢通
帳
相
止
候
様
申
付
候
｣
と
あ
る

(
｢国
日
記
｣
宝
暦
七
年
六

月
二
十
九
日
条
)｡
｢標
符
｣
の
呼
称
は
宝
暦
六
年
十
月
か
ら
同
十
二
月
上
旬
ま
で
の

短
期
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢通
帳
｣
の
名
称
を
基
本
と
し
て
､
｢小
通
｣

や

｢切
通
帳
｣
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
以
上
の
よ
う
な
諸
史
料
に
み
ら
れ
る
標
符

(通
帳
)
の
形
態
や
呼
称
を
も
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と
に
､
小
嶋
家
文
書
の
宝
暦
七
年
五
月
の

｢諸
品
通
｣
を
見
て
み
る
と
､
弘
前
藩
宝

暦
改
革
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た

｢標
符

(通
帳
)
｣
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

年
代
か
ら
し
て
､
表
書
き
は

｢諸
晶
通
｣
で
よ
く
､
竪
帳
､
縦
罫
が
四
本
､
御
遵
送

役
と
御
員
数
方
の
印
も
押
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
小
嶋
家
は
大
庄
屋
に
任
命
さ
れ

た
家
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
通
帳
は
お
そ
ら
く
百
姓
身
分
の
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
'
｢米
何
百
何
十
俵
｣
｢何
組
何
村
某
｣
｢何
組
何
十
何
番
｣
(前
掲

｢封

内
事
実
秘
苑
｣)
の
記
載
が
な
い
｡
代
銀
の
記
載
の
み
で
米
俵
数
を
省
略
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
｡
ま
た

｢数
百
十
六
番
｣
の
み
で
組

･
村

･
人
ま
で
示
し
得
た
の
か
も

知
れ
な
い
｡
あ
る
い
は
ま
た
､
大
庄
屋
国
有
の

｢通
帳
｣
の
可
能
性
も
あ
る
｡
今
後

の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
｡

二

宝
暦
五
年
の
米
切
手

次
に
､
宝
暦
五
年
の
米
切
手
に
つ
い
て
､
若
干
の
検
討
を
加
え
る
｡
結
論
か
ら
い

え
ば
､
こ
の
米
切
手
を

｢米
標
符
｣
と
称
す
る
根
拠
は
な
く
､
標
符
の
一
形
態
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
｡
加
え
て
､
こ
れ
を

｢米
標
符
｣
と
呼
ん
だ
こ
と

が
､
こ
れ
ま
で
の
標
符
の
形
態
に
関
す
る
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
き
た
も
の
と
考
え
て

い
る
｡
た
だ
し
､
以
下
述
べ
る
よ
う
に
､
現
状
の
史
料
数
で
は
､
歴
史
的
位
置
づ
け

が
極
め
て
困
難
な
の
も
事
実
で
あ
る
｡

本
稿
未
に
､
筆
者
が
こ
れ
ま
で
確
認
し
得
た

一
一
点
の
写
真
も
し
く
は
コ
ピ
ー
を

掲
載
し
た
｡
そ
の
記
載
内
容
を
示
し
た
の
が
､
｢宝
暦
五
年
米
切
手

一
覧
｣
で
あ
る
｡

こ
の
う
ち
､
滝
沢
前
掲
書
に
コ
ピ

ー
4
が
､
前
掲
雨
森
論
文
に
写
真
1
-
3
と
コ
ピ

ー
4
が
紹
介
さ
れ
､
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
滝
沢
氏
は
コ
ピ
ー
4
の
史
料
を
～

標
符
で
は
な
い
が
､
裏
に
記
載
さ
れ
た
宝
暦
七
年
十
月
二
十
日
を
期
し
て
札
の
発
行

が
計
画
さ
れ
て
い
た
と
し
､
藩
札
発
行
の
準
備
不
足
か
ら
､
ま
ず

一
年
間
は
標
符
を

用
い
､
そ
の
後
の
準
備
が
成
り
次
第
'
本
札
を
使
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
藩
当
局

に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
裏
に
記
載
が
確
認
で
き
る

一
〇
点
の
内
､
十
月

二
十
日
の
も
の
が
五
点
に
の
ぼ
る
も
の
の
､
最
も
早
い
写
真
5
は
､
ま
だ
標
符

(過

帳
)
が
廃
止
さ
れ
る
前
の
宝
暦
七
年
六
月
二
十
日
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
写
真
4

は
九
月
三
日
で
あ
る
｡
完
全
に
滝
沢
氏
の
見
解
を
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
'

標
符

(通
帳
)
後
に
十
月
二
十
日
を
期
し
て
こ
の
米
切
手
を
藩
札
と
し
て
通
用
さ
せ

よ
う
と
し
た
可
能
性
は
薄
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
｢米
標
符
｣
な
る
用
語
が
､
原
史
料
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
最
初
は
'

｢う
と
う
｣

一
七
号

(
一
九
三
七
年
)
の
口
絵
に

｢乳
井
貫
発
行
の
米
標
符
｣
と
し

て
掲
載
さ
れ
た
､
コ
ピ

ー
4
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
こ
れ
以
前
か
ら

｢米
標
符
｣
の
用
語
は
肴
倉
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て

使
用
し
て
い
る
｡
同
氏
は
乳
井
貫
の
主
要
な
政
策
の
中
に
､
｢米
標
符
の
発
行
｣
と

｢標
符
発
行

(藩
札
)
｣
の
二
つ
の
政
策
を
入
れ
て
い
る
｡
後
者
は
､
こ
れ
ま
で
も

述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
､
宝
暦
六
年
九
月
十
五
日
か
ら
発
行
さ
れ
た
標
符

(通
帳
)

で
あ
る
が
､
前
者
は
宝
暦
三
年
二
月
に
発
行
し
た
も
の
を
指
し
て
い
る
｡
そ
の
政
莱

は
'
ま
ず
大
坂
商
人
か
ら
の
借
金
を
無
廻
米
で
三
年
間
延
期
し
て
も
ら
い
､
さ
ら
に
､

領
内
に
貯
え
ら
れ
た
米
を
も
と
に
し
て
､
｢米
券
｣
を
発
行
し
て
､
大
坂
商
人
を
は

じ
め
と
す
る
領
外
商
人
か
ら
金
銭
を
取
り
集
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
当
時
､

不
作
に
も
関
わ
ら
ず
領
内
に
金
穀
と
も
に
充
満
し
た
と
い
う
こ
と
で

｢神
策
｣
と
称

さ
れ
た
政
策
で
あ
る

(肴
倉
前
掲
論
文
所
収

｢村
井
家
旧
記
｣
『
郷
土
誌
む
つ
』
第

二

号

､

七
六
頁
)｡
『
津
軽
藩
旧
記
伝
類
』
(青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編
､
み
ち
の
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宝 暦 五 年 米 切 手 一 覧

NcL 表裏 記 載 内 容 押 印 所 蔵 先 等

写 真 1 表 米捨石右可相渡侯蔵出差 継可為勝手也宝暦五亥年四月① 調方 調印 御用連中 景寛印 弘前市立図書館蔵

秦 御印之表相渡候様被仰付候間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年十月廿日 御運送役 運印

写 真 2 義 米捨石右可相渡候蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年四月② 調方 調印 御用連中 親□印 弘前市立図書館蔵

秦 御印之表相渡侯様被仰付侯間追而相渡可申候宝暦七丁丑年十月廿日 御運送役 運印

写 真 3 表 米捨石右可相渡候蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年三月③ 調方 調印 御用連中 景寛印 弘前市立図書館蔵

秦 御印之表相渡候様被仰付候間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年九月三日 御運送役 運印

写 真 5 秦 米拾石右可相渡侯歳出差継可為勝手也宝暦五亥年四月⑤ 調方 調印 御用連中 親D印 弘前市個人蔵

秦 表書之米追而可相渡侯仇而改被仰付置者也宝暦七丁丑年六月廿日 御運送役 運印

写 真 6 秦 米拾石右可相渡侯蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年三月③ 調方 調印 御用連中 景寛印 弘前市個人蔵

秦 御印之表相渡候様被仰付候間追而相渡可申侯宝暦八戊寅年四月九日 高森三郎兵衛 印野崎弥三次 印竹内半左衛門 印

写 真 7 秦 米捨石右可相渡侯蔵出差継可為勝手者也宝暦五亥年三月⑥ 調方 調印 御用連中 景寛印 弘前市個人蔵

秦 御印之表相渡侯様被仰付侯間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年十月廿日 御運送役 運印

コピー 1 表 米捨石右可相渡候蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年四月⑦ 調方 調印 御用連中 親D印 深浦町個人蔵

秦 御印之表相渡侯様被仰付侯間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年十二月八日 御運送役 運印

コピー 2 表 米捨石右可相渡侯蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年三月⑧ 調方 調印 御用連中 景寛印 深浦町個人蔵
秦 (未確認により不明)

コピー 3 義 米捨石右可相渡候蔵出差継可為勝手也宝暦五亥年三月⑨ 調方 調印 御用連中 景寛印 青森市個人蔵

秦 御印之表相渡候様被仰付候間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年十月廿日 御運送役 運印
コピー4 表 米捨石右可相渡候歳出差継可為勝手也 □ロ印 ｢うとう｣17号

宝暦五亥年三月 (親カ) 口絵掲載 (昭和12年
⑩ 調方 調印 御用連中 1月)

秦 御印之表相渡侯様被仰付侯間追而相渡可申侯宝暦七丁丑年十月廿日 御運送役 運印
参 考 1 義 米七俵可相渡候歳出差継可為勝手者也 康豊印 弘前市立図書館蔵

天明六丙午年午納 サ 八十八 米方 認印 ロロ印
秦 (記載無し)

参 考 2 表 米弐拾五俵右可相渡水火難存侯也 □□印 青森県立郷土館蔵
｣津蔵 津軽蔵印 D□印

※ 上記の米切手の大きさは全て同じ タテ30.4cm ヨコ13.3cm
※ ①～⑩は各米切手の左上に記載された漢字｡同じ番号は同じ漢字である｡人偏と金偏のみ｡
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く
叢
書
3
､
二
二
八
頁
､

一
九
八
二
年
､
国
書
刊
行
会
復
刻
)
に
も

｢両
三
年
の
間
'

上
方
廻
米
を
御
郡
内
に
孝
ま
せ
､
米
切
手
を
以
て
新
に
近
国
隣
国
よ
り
､
金
銀
を
才

覚
せ
し
か
バ
､
貯

一
時
に
成
た
る
｣
と
あ
る
｡
肴
倉
氏
は
こ
の

｢米
券
｣
｢米
切

手
｣
を

｢米
標
符
｣
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
宝
暦
六
年
九
月
発
行
の
標
符

と
は
､
基
本
的
に
内
容
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
滝
沢
氏

も
雨
森
氏
も
同
じ
で
あ
り
､
両
者
を
同
様
に
扱
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
｡
な
お
､
こ

の
と
き
大
坂
に
の
ぼ

っ
て
交
渉
を
行

っ
た
の
は
､
勘
定
奉
行
の
釜
滝
景
寛

(兵
左
衛

門
)
で
あ
る
｡
｢宝
暦
五
年
米
切
手

一
覧
｣
の
押
印
の
覧
に

｢景
寛
｣
と
あ
る
の
は

こ
の
人
物
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
｡

一
つ
は
､
な
ぜ

｢米
標
符
｣
と
称
し
た

の
か
｡
も
う

一
つ
は
､
肴
倉
氏
が
い
う
宝
暦
三
年
二
月
発
行
の

｢米
標
符
｣
は
､
果

た
し
て
､
｢う
と
う
｣

一
七
号
口
絵
や
本
稿
で
あ
げ
た
米
切
手
と
同
じ
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡

前
者
の

｢米
標
符
｣
に
つ
い
て
は
､
管
見
の
限
り
'
史
料
上
で
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
｡
｢標
符
｣
は
乳
井
貫
の
造
語
と
さ
れ
る
が
'
標
符
発
行
の
三
年
以
上
前
の
こ

の
時
期
､
し
か
も

｢標
符
｣
の
上
に

｢米
｣
を
付
け
る
だ
ろ
う
か
｡
少
な
く
と
も
､

こ
れ
以
後
の
史
料
に
も

｢米
標
符
｣
と
い
う
言
葉
は
見
あ
た
ら
な
い
｡
後
に
発
行
さ

れ
た
標
符
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
の
､
あ
る
い
は
乳
井
の
政
策
の
趣
旨
を
汲
ん
で
､
米

切
手
よ
り
も
米
標
符
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
解
釈
し
た
結
果
､
肴
倉
氏
が
使
用
し
た

歴
史
用
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

後
者
に
つ
い
て
は
､
①
宝
暦
三
年
の
も
の
が

一
一
点
中

一
点
も
な
い
こ
と
､
②
す

べ
て
宝
暦
五
年
の
も
の
で
あ
り
､
同
三
年
か
ら
こ
の
と
き
ま
で
､
前
述
の

｢米
券

(米
切
手
)
｣
の
発
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
､
③
調
方
役

所
か
ら
御
用
達
中
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
を
領
外
商
人
た
ち
に
出
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
､
④
米
穀
を
担
保
と
し
た
先
納
切
手
は
基
本
的
に
参
考

2
の

様
式
を
と
る
が
､
宝
暦
五
年
の
米
切
手
は
す
べ
て
参
考
-
の
出
切
手
の
様
式
で
あ
る

こ
と
､
な
ど
の
理
由
か
ら
､
宝
暦
三
年
二
月
発
行
の

｢米
券

(米
切
手
)
｣
と
宝
暦

五
年
の
も
の
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
従

っ
て
'
標
符
の
形
態
の
中
に

は
､
出
切
手

･
先
納
切
手
い
ず
れ
も
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
標

符
の
形
態
は
､
あ
く
ま
で
も
宝
暦
六
年
九
月
十
五
日
の
発
行
以
降
に
お
い
て
考
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
宝
暦
五
年
の
米
切
手
お
よ
び
参
考
-
･
2
の
米
切
手
は
す
べ
て

同
じ
大
き
さ

･
紙
質
で
あ
り
､
し
か
も
標
符

(通
帳
)
に
比
定
さ
れ
る

｢諸
品
通
｣

(小
嶋
家
文
書
)
よ
り
も
大
き
い
｡
こ
の
点
か
ら
も
'
こ
れ
ら
米
切
手

(蔵
米
札
)

を
標
符
の

一
形
態
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

そ
れ
で
は
､
本
稿
に
あ
げ
た
宝
暦
五
年
の
米
切
手
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
｡

す
で
に
上
げ
た
点
も
あ
る
が
､
特
徴
を
以
下
に
ま
と
め
て
み
る
｡

①

作
成
年
が
宝
暦
五
年
三
月
と
同
年
四
月
の
み
で
あ
る
｡

②

米
切
手
の
表
示
内
容
量
が
す
べ
て

一
〇
石
で
あ
る
｡

③

表
左
上
の
文
字
を
除
け
ば
､
全
て
同
じ
文
言
､
同
じ
発
給
者
､
同
じ
受
領
者

で
あ
る
｡

④

表
左
上
の
文
字
が
同
じ
も
の
は

(写
真
3
と
写
真
6
)
は
､
表
裏
と
も
全
く

同
じ
で
あ
る
｡

⑤

裏
面
の
年
月
日
は
'
写
真
5
を
除
け
ば
､
す
べ
て
標
符
廃
止
後
の
も
の
で
あ

る
｡

⑥

裏
面
の
宝
暦
八
年
の
も
の
は
人
名
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
､
同
七
年
の
も
の
は
､

す
べ
て
御
運
送
役
で
あ
る
｡
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こ
れ
ら
の
特
徴
は
､

一
方
で
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
｡
な
ぜ
宝

暦
五
年
の
三
月
と
四
月
の
も
の
ば
か
り
な
の
か
'
標
符
廃
止
と
関
係
が
あ
る
の
か
な

ど
'
今
後
､
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
'
少
な
い
史
料

数
で
は
あ
る
が
､
筆
者
は
現
段
階
で
次
の
よ
う
な
組
み
立
て
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
｡
｢国
日
記
｣
宝
暦
四
年
閏
二
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
'
藩

(調

方
役
所
)
は
領
内
の
銀
遣
い
'
お
よ
び
江
戸

へ
の

｢御
国
仕
送
｣
の
実
施
に
当
た
り
～

領
内
の
富
裕
者
か
ら
金
銭
を
供
出
さ
せ
'
引
き
換
え
に

｢米
切
手
｣
を
発
行
す
る
こ

と
に
し
た
｡
当
然
の
こ
と
と
し
て
'
そ
の
発
行
は
農
作
業
に
入
る
以
前
で
あ
り
'
米

の
蔵
出
し
は
収
穫
後
に
設
定
さ
れ
る
.
そ
し
て
こ
れ
ら

1
連
の
作
業
が
御
用
達
町
人

に
命
じ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
は
同
年
に
す
ぐ
実
施
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
､
こ
の
年
は
'
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
た
｡

す
な
わ
ち
､
既
に
'
宝
暦
三
年
八
月
の
御
調
方
役
所
の
設
置
に
と
も
な
っ
て
'
藩

内
の
有
力
商
人
で
あ
る
足
羽
次
郎
三
郎
と
竹
内
半
左
衛
門
を
調
方
御
用
取
扱
に
任
命

L
t
従
来
の
御
用
達
町
人
を
も
調
方
役
所
の
管
轄
下
に
置
い
た
こ
と
に
加
え
て
'
同

四
年
六
月
十
日
に
足
羽
次
郎
三
郎
を
惣
御
用
達
に
任
命
L
t
同
二
十
九
日
に
御
用
達

町
人
ら
を
運
送
手
伝
に
命
じ
て
'
足
羽
を
頂
点
と
し
た
商
人
の
組
織
化
を
図
り
'
商

人
を
統
制
下
に
置
く
こ
と
と
し
た

(
｢国
日
記
｣
宝
暦
四
年
六
月
十
日
条

･
同
年
六

月
二
十
九
日
条
)｡
銀
遣
い
へ
の
変
更
も
'
こ
の
よ
う
な
商
人
統
制
の
も
と
に
な
さ

れ
た
｡

こ
の
よ
う
な
体
制
の
も
と
に
'
翌
五
年
の
三
月
と
四
月
に
米
切
手
が
発
行
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡
発
行
者
が
調
方
で
あ
り
'

一
連
の
政
策
を
任
さ
れ
た
御
用
達
が
受
領
者

と
な
っ
て
い
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
受
け
取
っ
た
御
用
達
か
ら
領
内

の
富
裕
者
に
､
こ
の
米
切
手
が
金
銭
供
出
の
代
わ
り
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
｡

一
〇
石
に
統

一
さ
れ
た
の
は
'
蔵
米
札
の
表
示
内
容
量
が
'
米
の
場
合
'

普
通
米
約

1
0
石
か
'
そ
の
倍
数
'
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
俵
数
で
示
さ
れ
る
こ

と
が

一
般
的
だ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る

(雨
森
前
掲
書
)0

し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
政
策
は
'
同
年
の
大
凶
作
に
よ
っ
て
'
当
初
の
目
的
を
逮

成
す
る
こ
と
な
く
､
多
く
は
調
方

･
御
用
達
の
手
元
に
残
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
藩
の

政
策
は
宝
暦
五
年
の
大
凶
作
に
直
面
す
る
に
及
ん
で
'
こ
れ
ま
で
の
通
貨
改
革

･
商

人
統
制
を
さ
ら
に
'
領
内
の
金
銭

･
物
資
お
よ
び
そ
の
涜
通
を
全
面
的
に
統
制
下
に

お
く
強
力
な
経
済
統
制

･
金
融
統
制
の
実
施

へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
～

翌
六
年
九
月
か
ら
の
標
符

(通
帳
)
の
発
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
そ
の
標
符

(通
帳
)
発
行
が
も
と
で
'
乳
井
は
失
脚
｡
万
事
'
改
革

以
前
に
戻
る
こ
と
と
な
り
'
宝
暦
五
年
の
米
切
手
が
再
び
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
米
切
手
の
裏
面
に
御
運
送
役
と
あ
る
の
は
'
宝
暦
六
午

六
月
十
五
日
に
御
用
達
町
人
が
御
運
送
役
と
改
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(
｢国

日
記
｣
同
日
条
)｡
裏
面
の
宝
暦
七
年
～
八
年
の
月
日
が
様
々
な
の
は
'
こ
の
時
期

の
藩
政
の
動
向
が
'
ま
だ
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
宝
磨

八
年
の
も
の
だ
け
が
人
名
と
な
っ
て
い
る
の
は
'
こ
の
段
階
で
'
御
運
送
役
が
廃
止

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
に
記
さ
れ
た
三
名
は
'
宝
暦
四
年
十
二
月
'
当
時
'

運
送
方
と
し
て
の
働
き
が
よ
い
と
し
て
俵
子
二
〇
俵
を
下
賜
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
り

(
｢毛
内
有
右
衛
門
筆
記
｣
宝
暦
四
年
十
二
月
条
'
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)'
実
質
的

に
は
'
こ
れ
ま
で
同
様
に
運
送
役
が
果
た
し
て
き
た
仕
事
に
当
た
っ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
｡

な
お
'
小
嶋
家
文
書
の

｢諸
品
通
｣
は
宝
暦
七
年
五
月
で
あ
り
'
こ
の
段
階
で
標

符

(通
帳
)
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
'
及
び
宝
暦
五
年
米
切
手
の
裏
面
の
日
付
が
宝
暦
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七
年
六
月
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
標
符

(通
帳
)
の
制
度
的
廃
止
は
同
七
年
七
月

7
日
で
は
あ
る
も
の
の
'
実
際
は
同
年
六
月
段
階
で
標
符

(通
帳
)
の
発
行
は
停
止

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
標
符
発
行
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
政
策
の

推
進
者
で
あ
っ
た
足
羽
次
郎
三
郎
が
町
預
か
り
と
な
っ
た
の
が
､
同
年
六
月
二
十
三

日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る

(｢国
日
記
｣
同
日
条
)｡
こ
の
意
味
で
､
小

嶋
家
文
書
の

｢諸
品
通
｣
は
､
最
後
の
標
符

(通
帳
)
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡

お
わ
り
に

以
上
､
宝
暦
七
年
五
月
の

｢諸
品
通
｣
(小
嶋
家
文
書
)
と
､
宝
暦
五
年
の
米
切

手
を
紹
介
し
､
そ
の
形
態
に
絞
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
､
課
題
と
し
て
残
る
こ
と
を
､

今
後
の
研
究
材
料
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に

｢覚
え
書
｣
と
し
て
留
め
て
お
い
た
｡

そ
の
中
で
､
宝
暦
五
年
の
米
切
手
の
在
り
方
か
ら
'
本
稿
で
紹
介
し
た
二
つ
の
史
料

が
､
宝
暦
五
年
の
大
凶
作
を
挟
ん
で
､
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き

た
｡
つ
ま
り
､
宝
暦
四
年
時
に
お
け
る
米
切
手
発
行
策
の
策
定
と
準
備
1
同
五
年
三

月

･
四
月
に
米
切
手
発
行
1
同
五
年
の
大
凶
作
に
よ
り
米
切
手
策
実
施
不
可
1
同
六

年
九
月
か
ら
の
標
符

(通
帳
)
発
行
1
経
済
の
混
乱
に
よ
り
同
七
年
七
月
､
標
符

(通
帳
)
策
廃
止
1
同
七
年
六
月
以
降
の
宝
暦
五
年
米
切
手
の
再
利
用
策
実
施
t
と

い
う
展
開
で
あ
る
｡
今
回
の
史
料
を
も
と
に
､
弘
前
藩
宝
暦
改
革
に
お
け
る
経
済
政

策
に
関
す
る
議
論
を
深
め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
｡

こ
の
時
期
の
経
済
政
策
に
は
､
全
国
的
に
も
様
々
な
対
応
が
見
ら
れ
る
｡
そ
の
中

で
も
弘
前
藩
の
標
符
の
発
行
は
､
表
面
的
に
は
特
異
な
も
の
で
は
あ
る
が
､
江
戸

･

大
坂

へ
の
廻
米
な
ど
､
幕
藩
制
的
流
通
機
構
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
'
他
藩
の

政
策
と
基
底
部
分
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
｡
宝
暦
五
年
の
大
凶
作
が
こ
の
政
策
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
､

そ
の
意
味
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
｡

な
お
､
今
回
提
示
し
た
も
の
と
同
様
の
史
料
が
､
今
後
兄
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
十

分
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
こ
の

｢覚
え
書
｣
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
も

あ
る
｡
情
報
な
ど
､
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

最
後
に
な
る
が
､
本
稿
作
成
に
あ
た
り
､
小
嶋
謙
三
氏
､
小
嶋
義
意
氏
'
弘
前
市

史
編
纂
担
当
主
幹

宮
川
慎

一
郎
氏
､
福
地
金
物
建
材
店
代
表
取
締
役
常
務

福
地

秀
夫
氏
､
弘
前
大
学
教
授

長
谷
川
成

一
氏
に
は
､
史
料
や
文
献
の
御
教
示

･
御
堤

供
を
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
感
謝
し
ま
す
｡

(た
き
も
と

･
ひ
さ
ふ
み

青
森
県
立
郷
土
館
主
任
学
芸
主
査
)
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