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暮
蒲
制
解
体
期
に
お
け
る
農
村
支
配
と
豪
農

-
　
広
島
蕾
領
恵
茄
郡
の
事
例
　
-

は
　
じ
　
め
　
に

志
稿
は
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
豪
農
=
村
役
人
の
動
向
を
村
・
村
語

調
と
の
関
連
に
お
い
て
、
広
島
語
領
恵
茄
郡
を
対
象
と
し
て
検
討
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
豪
農
」
に
関
す
る
研
究
は
豊
富
で
あ
る
が
、

近
年
は
佐
々
木
潤
之
介
氏
の
「
豪
農
論
」
を
、
政
治
的
動
向
の
検
討
あ

る
い
柱
話
語
剖
国
家
論
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
よ
り
歴
史
的
な
概
念
・

範
疇
と
し
て
批
判
轟
承
し
ょ
う
と
す
る
研
究
動
向
が
あ
る
の
は
周
知
の

(
1
)

こ
と
で
あ
る
。
.

本
稿
に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
幕
藩
制
国
家
の
基
底
的

特
質
で
あ
る
村
請
制
1
兵
員
分
離
・
石
高
制
を
前
提
と
し
て
∵
　
「
全

剰
余
労
働
収
奪
」
「
百
姓
成
立
」
「
土
地
緊
縛
」
等
の
機
能
を
包
含
し
た

(
2
)

意
味
で
の
経
済
外
強
制
機
構
1
の
計
括
と
い
う
視
点
を
重
視
し
っ
つ
、

第
一
に
、
年
貢
収
奪
の
動
向
を
通
し
て
藩
権
力
の
農
村
支
配
の
特
質
享

中
.
　
山
　
　
富
　
　
広

農
民
負
担
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
そ
の
支
配
に
規
定
さ

れ
た
村
役
人
の
実
態
(
高
利
貸
経
営
や
農
業
経
営
等
々
)
を
考
察
し
、

そ
し
て
最
後
に
、
村
請
制
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
村
役
人
給
米
と

百
姓
土
地
緊
縛
を
め
ぐ
る
村
役
人
の
動
向
を
と
り
あ
げ
、
豪
農
=
村
役

人
の
幕
藩
制
解
体
期
に
お
け
る
歴
史
的
性
格
を
検
討
し
た
い
。

(
3
)

と
l
こ
ろ
で
幕
末
期
広
島
音
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
.
畑
中
誠
治
氏

や
有
元
正
雄
欝
研
究
が
あ
る
が
、
そ
.
の
な
か
で
有
元
氏
は
文
久
三
年

(
一
八
六
三
)
　
に
始
ま
る
郡
政
改
革
の
重
要
な
政
策
と
し
て
、
年
貢
完

納
と
郡
村
入
費
節
減
の
二
政
策
を
明
ら
か
に
し
、
「
内
外
か
ら
の
領
主

制
の
危
校
に
堪
え
得
る
領
主
財
政
の
創
出
、
そ
の
基
盤
の
再
編
成
を
意

図
」
し
た
鴇
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

広
島
藩
1
の
北
西
部
を
占
め
る
山
県
郡
で
は
、
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
、

「
郡
中
改
革
筋
」
　
に
際
し
て
村
役
人
一
同
が
　
「
集
評
」
を
行
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
内
容
は
す
べ
蔓
の
ご
と
き
年
貢
完
納
と
郡
村
入
費
節
減

に
関
す
る
取
決
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
幕
末
維
新
期



に
お
け
る
年
貢
完
納
の
問
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
郡
村
入
費
節
減
に

つ
い
て
も
見
落
と
せ
な
い
重
要
な
点
と
な
っ
l
て
く
る
。
総
じ
て
こ
れ
ら

は
領
主
財
政
の
　
「
基
盤
の
再
編
成
」
、
具
体
的
に
は
動
揺
し
っ
つ
あ
っ

た
村
請
制
の
再
編
を
め
ざ
し
.
て
い
た
と
理
解
で
き
る
し
、
さ
ら
に
そ
の

再
編
成
策
に
、
改
革
時
の
豪
農
=
村
役
人
と
藩
権
力
と
の
政
治
的
遥
繁

を
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
村
請
制
の
動
揺
と
豪

農
=
村
役
人
の
動
向
と
の
関
連
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

さ
て
本
稿
で
対
象
と
す
る
備
後
恵
蘇
郡
は
中
国
山
地
に
位
置
し
、
い

わ
ば
「
東
北
型
」
と
も
い
う
べ
き
状
況
と
北
関
東
農
村
の
「
荒
廃
」
現

象
と
を
あ
わ
せ
持
っ
た
、
広
島
窪
で
も
特
異
な
支
配
餌
域
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
地
域
に
こ
そ
、
幕
藩
制
国
家
支
配
の
特
質
が
明
確
に

表
わ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
㌻

注
(
l
)
　
青
木
美
智
男
「
『
世
直
し
状
況
』
　
の
経
済
構
造
と
階
級
闘
争
の
特
質
」

(
『
歴
史
学
研
究
』
　
三
二
六
)
、
同
「
幕
末
に
お
け
る
農
民
闘
争
と
良
兵

制
」
　
(
『
日
本
史
研
究
』
九
一
)
、
久
留
島
浩
「
直
轄
県
に
お
け
る
組
合
村

-
惣
代
庄
臣
制
に
つ
い
て
」
(
『
民
衆
の
生
活
・
文
化
と
変
革
主
体
』
所
収
)

な
ど
。

(
2
)
　
深
谷
克
己
「
幕
藩
制
に
お
け
る
村
請
制
の
特
質
と
農
民
闘
争
」
(
『
世
界

史
認
識
に
お
け
る
人
民
闘
争
の
視
点
』
所
収
、
の
ち
『
百
姓
一
揆
の
歴
史

的
構
造
』
所
収
)
を
参
照
。

(
3
)
　
「
幕
末
広
島
藩
に
お
け
る
音
政
改
革
に
つ
い
て
」
(
『
広
島
大
学
文
学
部

紀
要
』
二
七
五
一
)

(
4
)
　
「
広
島
藩
に
お
け
る
幕
末
の
青
政
改
革
」
(
谷
口
澄
夫
先
生
古
稿
記
念
事

l
業
会
露
『
歴
史
と
風
土
』
所
収
)

(
5
)
山
県
郡
千
代
田
町
・
立
川
家
「
郡
中
改
革
筋
被
為
仰
付
組
々
取
し
ら
べ
集
　
2

評
書
抜
御
窺
帳
」
(
元
治
元
年
)

一
　
幕
末
維
新
期
の
恵
蘇
郡
に
お
け
る
農
民
負

担
と
支
配

1
　
農
村
窮
乏
の
特
質
と
百
姓
「
追
揚
」

幕
末
期
の
恵
蘇
郡
が
地
主
・
小
作
関
係
を
も
成
立
さ
せ
な
い
よ
う
な

(
1
)

低
生
産
力
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
ご
と

く
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
農
村
の
貧
窮
化
の
事
例
を
紹
介
し
な
が

ら
、
そ
の
農
民
層
分
解
等
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

恵
煎
郡
の
南
部
(
三
次
盆
地
)
　
に
位
置
す
る
毀
垣
内
村
で
は
、
農
民

が
難
渋
し
て
い
る
根
太
原
因
と
し
て
、
「
毎
々
早
損
の
愁
者
無
数
」
「
其

上
把
草
不
自
由
二
付
隣
村
λ
買
入
代
米
等
相
合
多
分
之
払
米
二
付
監
渋

(
2
)

仕
俣
」
と
、
連
年
の
凶
作
と
肥
草
の
不
足
を
挙
げ
て
い
た
。
ま
た
隣
村

の
田
原
村
も
「
妃
革
至
て
不
自
軍
l
て
琵
渋
弥
璃
之
枚
元
主
も
柏
皮
可

申
哉
」
と
深
刻
な
事
態
に
あ
っ
た
用
　
　
　
　
　
　
-

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
生
産
環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
駐
垣
内
村
で

は
「
御
免
五
ツ
七
歩
四
厘
」
「
村
突
先
八
ツ
四
歩
」
」
、
田
原
村
に
お
い

て
も
築
免
七
ツ
三
歩
と
い
う
高
率
の
免
が
試
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
域
の
駁
撃
‥
国
が
石
高
と
ほ
ぼ

(
-
)

一
致
す
る
.
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
に
生
産
物
の
七
～
八
割
が
年
貢
と
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し
て
指
数
さ
九
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
隻
圧
状
況
と
年
貢
収
奪
が
、
違
年
に
わ
た
っ
て
の
年

要
歪
等
も
た
ら
し
た
こ
と
は
当
鈴
扇
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
晨
垣

内
村
の
、
文
化
～
軍
尭
期
に
か
け
て
の
菩
か
ら
の
借
財
は
米
に
換
算
し

(
5
)

て
二
二
二
玉
石
余
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
文
化
年
間
に
「
半
方
御
拾
」

と
裏
箔
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
借
財
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
毀
垣
内
村
の
村
高
が
二
九
一
・
六
石
、
電
数
三
二
軒
で

あ
る
か
ら
、
菩
か
ら
の
借
財
は
村
高
の
約
四
倍
、
一
軒
当
り
四
一
・
四

石
余
と
な
り
、
借
米
軍
山
東
懸
e
れ
た
農
民
の
存
在
形
態
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
場
合
、
こ
の
地
域
の
農
民
の
階
層
分
化
は
ど
の

よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
持
高
別
で
み
る
と
、
多
数

の
等
急
石
高
層
や
淳
遺
層
を
析
出
す
る
と
い
う
型
で
は
な
く
、
持
高
に

急
放
た
変
化
は
見
出
せ
な
い
が
、
年
貢
未
進
が
通
年
説
い
た
場
合
、
土

甲
・
家
財
す
べ
て
売
払
っ
・
て
土
地
か
ら
離
脱
(
「
追
揚
」
・
追
上
)
す
る

と
い
う
型
が
み
ら
れ
る
。
表
1
は
そ
の
田
原
村
の
事
例
で
あ
る
。
×
印

を
付
け
た
、
永
次
郎
家
は
安
政
二
年
(
一
八
五
五
)
か
ら
同
六
年
の
問
に

追
上
と
な
り
、
そ
の
跡
地
を
良
助
家
が
差
配
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
村
受
と
あ
る
の
ほ
百
姓
迫
上
の
跡
地
で
あ
り
、
嘉
永
五
年
(
一

八
五
二
)
以
前
に
三
軒
が
迫
上
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
五
号
そ
の

後
村
内
百
姓
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
跡
地
に
国
書
や
く
ま
を
入
れ
て
、

鏑
鮮
髭
錮
柚
齢
璃
琵
取
締
琵

表1田原村の丁追揚」1跡地の変遷

下

注)等級は慶応元年現在。岩竹家「田原村人別定高帖」(各年度)による。

3



~表2.田原村における「極難渋者」の所持高推移

万延元l慶応元l慶応4安政　6嘉r永5つ安政2百　姓_名

久戒(忠七)

一事　　　_作

常　　　　平

槌　次　郎

新　十　郎

次　四　郎、

く

注)岩竹家「田原村人別定高帖」(各年度),明治3年は同家「恵蘇郡田原村形容御尋二付内

密書出シ帖」による。

る
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
不
断
に
百
姓
「
追
揚
」
が
進
行
し
て
い

た
こ
と
と
、
藩
権
力
が
そ
の
防
止
に
極
力
努
め
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
(
後
述
)
。
表
2
に
追
上
寸
前
の
・
「
極
難
渋
者
」
=
等
級
下
々
の
所

持
高
を
示
し
た
が
、
新
十
郎
が
五
・
六
七
八
石
か
ら
一
・
七
七
九
石
へ

と
田
畑
を
喪
失
し
て
い
る
以
外
は
、
全
員
田
畑
を
売
渡
す
こ
と
な
く
、

ほ
ぼ
所
持
高
を
維
持
し
て
お
り
、
迫
上
ま
で
に
は
至
っ
て
な
い
。
こ
の

よ
う
に
、
追
上
防
止
合
す
な
.
わ
も
百
路
土
地
緊
縛
政
策
の
貫
徹
が
、
同

時
に
農
民
を
土
地
の
み
な
ら
ず
借
財
で
束
縛
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
恵
蘇
郡
に
お
け
る
農
村
の
窮
乏
(
と
く
に
中
・
下

層
良
民
に
借
財
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
貧
窮
)
　
は
、
低
生
産
力
・
劣

悪
な
生
産
条
件
と
高
年
貢
率
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、
百
姓
土
地
緊
持

を
も
貫
徹
し
ょ
シ
と
し
た
藩
権
力
の
農
村
支
配
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ

て
い
た
と
言
え
よ
う
。

2
　
農
民
負
担
の
動
向
と
そ
の
特
質

の
　
諸
上
納
物
の
動
向

は
じ
め
に
高
野
山
組
同
大
内
村
の
場
合
を
検
討
す
る
。
同
村
は
村
高

二
六
六
石
余
、
免
三
つ
五
分
三
厘
、
荒
所
や
悪
所
が
多
く
、
村
位
下
と

い
う
村
で
あ
る
。
表
3
は
「
皆
済
日
録
」
か
ら
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)

～
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
　
の
諸
上
組
米
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

来
の
年
貢
は
本
途
と
諸
出
役
と
を
合
わ
せ
た
九
二
石
余
で
あ
る
が
、
表

に
よ
る
と
実
際
は
そ
の
一
・
五
倍
か
ら
二
倍
も
の
上
品
と
な
っ
て
い
る
。
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表3　悪蘇郡同大内村における諸上納米の動向

4ユ:

86.54-:86.54

5.566I　　3.146

J

q

一

ぷ
m

4　　0
4　　1

閣粛

0.21】15.6286

本途(新開切畑日
米も含む)

諸出役米

作食米元利返済

去暮拝借米元利返
上

口々返上趣法、預
ケ米

人別証文借7ケ年
賦返上

その他

160.436計　1164・0649匝409中…86l201・346桓・0461135・班l
注)伊吹家「恵蘇郡同大内村御年貢諸上納米皆済御勘定日録」および「別上納日録」による。

こ
れ
は
作
食
米
元
利
お
よ
び
諸
返
上
米
の
上
納
の
た
め
に
増
加
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
未
瞥
有
の
大
凶
作
で
あ
っ
た
明
治
二
年
を
み
て
も

わ
か
る
よ
う
に
、
破
免
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
す
た
わ
.

ち
免
割
の
額
だ
け
は
ほ
ぼ
上
納
し
、
そ
の
代
わ
り
作
食
米
や
売
下
米
、

そ
の
他
村
役
人
か
ら
の
私
借
で
不
足
を
補
う
と
い
う
上
納
形
式
を
と
っ

(
7
)

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
作
食
米
や
売
下
米
で
上
納
米
を

補
足
さ
せ
る
と
い
う
形
式
的
な
上
納
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
、
藩
は
作
食
米
・
返
上
米
の
利
子
と
年
貢
の
一
部
分
を
回
収
し
て
い

(
8
)

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
岡
大
内
村
と
同
様
に
、
田
原
村
の
事
例
を
検
討
し
て
お
き
た

い
。
表
4
は
免
割
帳
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
免
割
帳
の
記
載
額

は
晨
民
が
そ
の
年
度
内
に
実
納
し
た
額
で
は
な
い
。
免
割
は
い
わ
ば
藩

の
政
策
基
調
の
一
側
面
を
表
現
し
て
い
る
と
言
1
て
よ
い
。
さ
て
田
原

村
で
は
上
納
で
は
上
納
す
べ
き
額
は
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
か
ら
上

昇
し
、
凶
作
年
の
明
治
二
年
で
さ
え
も
一
八
四
石
余
と
改
革
前
(
文
久

三
年
以
前
)
に
比
べ
て
一
・
五
倍
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
年
貢
完
納
政
策
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
上
納
額

は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
明
治
三
年
の
「
勘
定
日
録
」
に
よ

る
と
、
免
割
上
納
額
の
約
八
割
に
相
当
す
る
一
八
六
石
余
が
上
納
さ
れ

て
お
り
、
藩
は
所
期
の
目
的
(
年
貢
増
徴
)
を
達
成
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
の
年
は
諸
返
上
米
は
一
〇
二
石
余
の
う
ち
六
六

石
余
し
か
納
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
上
納
高
一
八
六
石
余
の
う
ち

二
〇
石
が
「
御
救
済
米
之
内
御
貸
戻
シ
」
と
し
で
晨
民
に
差
戻
さ
れ
て



▼l

表4　田原村における農民総負担の動向

い
る
た
め
、
藩
権
力
が
ど
れ
だ
け
の
収
益
を
得
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。

む
し
ろ
表
3
0
同
大
内
相
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
・
維
新
期
は
幕
末
期
に

比
べ
て
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
て
ま
い
」

.
こ
う
.
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
、
恵
蘇
郡
に
お
け
る
農
民
負
担
お
l
よ
び

支
配
.
の
特
質
は
∵
第
一
に
、
.
百
姓
土
地
緊
縛
を
維
滞
し
な
が
う
、
藩
自

ら
出
費
し
七
旗
民
に
借
財
を
強
要
さ
せ
て
.
せ
で
も
年
貢
完
納
を
命
令
も

徴
収
も
よ
う
と
し
た
点
に
あ
ろ
う
。
.
こ
の
負
担
体
系
に
お
け
る
中
.
・
下

層
農
の
存
在
形
態
は
、
こ
削
節
で
み
た
ま
ぅ
に
∵
土
地
お
よ
び
借
財
に
束

縛
さ
れ
た
存
在
で
も
か
な
い
。
.
第
二
に
」
菩
権
力
は
年
長
完
納
に
よ
っ

て
年
貢
増
徴
を
志
向
l
L
な
が
ら
.
も
、
そ
れ
を
貰
徹
し
え
な
か
.
っ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
t
か
も
明
治
元
年
十
二
月
に
は
、
、
.
音
権
力
は
「
御
肇
働

(
9
)

一
切
御
棄
」
l
と
大
幅
な
後
退
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
政
策
は

長
州
戦
争
に
お
け
る
農
民
負
担
へ
の
対
処
、
慶
応
三
年
の
一
揆
等
を
ふ

ま
え
っ
.
っ
、
.
さ
ら
に
戊
辰
戦
争
鳩
に
お
け
る
苫
内
の
戦
時
体
制
を
考
慮

し
七
大
規
模
な
譲
歩
で
あ
り
、
ま
た
難
渋
し
た
島
民
が
追
上
と
な
る
こ

と
一
々
防
ぎ
家
百
姓
体
制
維
持
を
め
ざ
す
と
い
う
些
面
も
あ
っ
た
。
湖
上

の
J
ぅ
に
藷
権
力
は
農
民
支
配
に
お
小
て
後
退
を
愈
儀
な
く
さ
れ
た
も

l
の
の
、
・
農
民
を
土
地
に
緊
持
し
て
年
貢
収
奪
を
は
か
ろ
う
せ
す
る
封
建

支
配
の
原
則
を
な
お
も
維
持
・
強
化
し
ょ
う
と
し
て
い
た
の
で
J
の
る
。

用
　
村
入
用
の
動
向

こ
こ
で
は
表
4
の
田
原
村
の
場
合
を
箇
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
が
、

こ
の
村
入
用
の
推
移
に
は
藩
権
力
・
変
農
=
村
役
人
・
貧
畠
の
三
者
の

矛
盾
・
対
立
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。



幕藩制解体期における畏村支配と吏員(中山)

は
じ
め
に
全
体
の
童
的
推
移
に
注
目
し
た
い
。
村
入
用
総
高
は
文
久

男
か
ら
琶
初
期
に
か
け
て
肥
大
化
せ
ず
、
む
し
ろ
滝
少
の
僚
向
に
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
村
入
用
の
額
は
一
般
に
話
普
請
等
の
多
少

に
左
右
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
料
末
の
苫
改
改
革
の
一
環
と
し
て

文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
十
二
月
に
命
令
さ
れ
た
「
郡
村
人
役
筋
之
義

(
1
0
)

老
百
姓
共
盛
岩
竺
一
拘
り
侠
義
二
付
」
減
少
せ
よ
、
と
い
う
政
策
意
図
が

拗
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
節
の
で
述
べ
た
年
貢

増
致
政
策
と
の
開
運
で
い
え
ば
、
「
百
姓
共
盛
衰
」
を
考
慮
し
た
恩
恵

的
政
策
と
い
う
よ
り
も
、
村
請
割
の
再
指
と
年
貢
増
徴
・
収
奪
　
-
　
維

新
期
に
お
い
て
は
も
は
や
苫
権
力
に
は
百
姓
土
地
緊
縛
維
持
の
可
能
性

し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
　
-
　
を
引
き
だ
す
た
め
の
政
策
で
あ
る

と
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
点
は
村
役
人
と
貧
農
の
対
立
に
つ
い
て
で
あ
る
。
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
、
音
権
力
は
「
入
役
筋
減
少
村
為
二
相
成
侯
」
よ
う
に
、

(
〓
)

割
庄
屋
調
を
廃
止
(
慶
応
三
年
十
月
復
活
)
し
た
。
ま
た
慶
応
三
年
一

月
の
一
揆
で
痙
民
ほ
さ
ら
に
「
庄
屋
組
頭
給
料
半
触
掬
。
相
成
ハ
御
勒

可
披
下
朕
、
尤
筆
墨
些
二
子
夫
迄
御
止
メ
可
被
下
候
」
と
、
村
役
人
特

権
の
廃
止
を
要
求
し
て
い
る
が
、
衷
4
に
示
さ
れ
た
明
治
元
年
以
降
の

村
入
用
の
動
向
は
そ
れ
に
逆
行
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
元
治

元
年
に
改
訂
さ
れ
た
村
役
人
給
(
と
く
に
組
頭
給
な
ど
)
は
、
由
治
元

年
に
は
宝
暦
度
の
規
定
に
引
き
戻
さ
れ
、
さ
ら
に
村
役
人
特
権
の
象
徴

で
あ
る
庄
屋
組
頭
足
子
引
の
現
物
給
付
(
庄
屋
二
石
、
組
頭
一
石
)
や

三
千
夫
代
(
一
軒
当
り
三
升
ず
つ
庄
屋
へ
差
出
す
)
　
の
免
割
入
れ
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
村
役
人
特
権
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
矛
卑
・
・
好
立
の
進

行
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
か
(
三
の
1
で
後
述
)
。

注
(
1
)
　
拙
稿
「
慶
応
三
年
備
後
国
恵
蘇
郡
百
姓
一
.
揆
の
基
礎
的
研
究
」
　
(
『
史

学
研
究
』
二
五
六
)
-

(
2
)
(
5
)
　
広
島
県
庄
原
市
・
岩
竹
家
「
恵
蘇
郡
殿
垣
内
村
御
拝
借
口
々
御
返

上
方
之
義
二
付
奉
歎
上
容
附
」
　
(
安
政
二
年
)

(
3
)
　
文
政
二
年
「
国
郡
志
御
用
二
付
下
し
ら
べ
書
出
帳
」
(
『
庄
原
市
史
』
二

五
五
頁
)

(
4
)
　
前
掲
拙
稿
の
裏
1
0
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
　
比
婆
郡
高
野
町
・
伊
吹
家
「
郡
中
講
和
帖
」
(
慶
応
三
年
)

(
7
)
一
こ
の
典
型
的
な
例
が
明
治
二
年
で
あ
り
、
藩
は
恵
蘇
郡
に
一
万
一
七
八

玉
石
余
を
貸
下
げ
、
年
貢
上
納
を
は
か
ら
せ
て
い
る
　
(
『
広
島
県
史
　
近

世
資
料
編
Ⅳ
』
二
三
七
五
号
)
0

(
8
)
　
こ
う
し
た
例
を
高
野
山
組
十
一
か
村
で
示
す
と
、
明
治
二
年
請
上
納
米

(　　　　(　　　　(　　　　(

121110　9
)　　　　)　　　ヽ_ノ　　　)

二
一
二
石
余
の
う
ち
一
二
三
九
石
余
、
同
三
年
は
諸
上
納
米
一
七
八
四

石
の
う
ち
一
〇
四
二
石
余
が
郷
蔵
か
ら
年
貢
完
納
の
た
め
貸
し
渡
さ
れ
て

い
る
(
伊
吹
家
「
高
野
山
組
村
々
郷
蔵
有
米
井
授
上
米
算
用
帖
」
<
明
治

二
年
>
)
。

伊
吹
家
「
郡
申
請
拍
帳
」
(
明
治
元
年
)

『
広
島
県
史
・
近
世
資
料
編
Ⅳ
』
二
〇
八
九
号

同
右
、
二
〇
九
八
号

庄
原
市
岩
武
家
「
恵
蘇
郡
村
々
徒
党
之
節
詔
控
」
(
慶
応
三
年
)



こ
.
豪
農
=
村
役
人
の
諸
活
動
と
農
民
.

二
肌
章
で
、
恵
蘇
郡
に
お
け
る
解
体
期
の
藩
権
力
が
年
貢
増
徴
を
貫
徹

し
え
ず
、
百
姓
土
地
緊
縛
政
策
を
強
く
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
藷

権
力
の
支
配
体
制
を
維
持
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
本
章
で
は

そ
の
幕
藩
制
的
土
地
緊
縛
の
維
井
の
な
か
で
、
豪
農
臣
村
役
人
が
ど
の

よ
う
な
政
治
・
経
済
的
活
動
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
具
体
的
に
は
恵
蘇
郡
に
お
け
る
豪
農
=
村
役
人
の
成
立
基
盤

を
な
す
と
思
わ
れ
る
村
役
人
活
動
二
高
利
貸
経
営
・
農
業
経
営
の
三
点

を
、
貧
農
・
半
プ
ロ
層
と
の
矛
盾
・
対
立
と
い
う
側
面
に
お
い
て
明
ら

か
に
し
た
い
。

対
象
と
す
る
村
役
人
は
田
原
村
組
頭
艮
助
宏
で
あ
る
。
若
干
説
明
を

(
岩
竹
)
.

加
え
て
お
く
と
、
良
助
は
文
政
期
よ
り
慶
応
三
年
ま
で
田
原
村
の
組
頭

-
庄
屋
は
割
庄
屋
八
谷
音
大
兵
衛
兼
任
-
-
で
あ
午
.
嘉
永
期
か
ら

は
殿
垣
内
村
庄
屋
を
文
久
三
年
ま
で
勤
め
て
い
た
。
ま
た
孫
の
台
右
衛

門
は
慶
応
三
年
一
揆
時
忙
お
い
て
、
田
原
村
農
民
の
T
庄
足
代
勒
台
右

(
1
)

衛
門
殿
本
役
二
被
仰
付
被
下
侯
枝
幸
欺
上
候
事
」
と
い
う
要
求
で
後
押

し
さ
れ
、
.
同
年
、
田
原
村
庄
良
に
就
任
し
た
が
、
明
治
四
年
の
武
一
騒

動
で
は
周
囲
の
村
役
人
同
様
打
ち
こ
わ
し
を
受
け
る
に
至
っ
た
豪
農
=

村
役
人
で
あ
る
。

1
　
村
役
人
活
動

村
役
人
の
職
務
は
多
様
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
内
密
見
分
」
と
い
わ
れ
る
活
動
を
検
討
す

る
。
は
じ
め
に
嘉
永
二
年
(
一
八
四
九
)
の
組
頭
良
助
の
「
内
密
見
分
」

(
2
)

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
見
分
は
同
年
の
倹
約
令
に
基
づ
い
て
、

上
村
組
頭
忠
蔵
と
二
人
が
郡
役
所
か
ら
命
じ
ら
れ
行
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
四
月
・
閏
四
月
・
五
月
と
計
七
日
間
を
費
し
て
い
る
。
見
分
の
内

容
は
主
に
一
二
ケ
村
の
農
作
業
の
進
展
を
見
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ

の
な
か
に
ほ
「
作
方
不
精
」
「
農
業
二
力
入
侯
著
」
を
把
握
し
て
郡
役

所
に
報
告
す
る
と
い
う
職
務
も
含
ま
れ
て
い
た
。
組
頭
の
出
飯
米
は
二

人
で
一
日
四
升
の
給
付
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
見
分
で
二
斗
八
升

の
米
が
組
合
割
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
表
5
で
安
政
四
年
(
一
八
五
七
)
の
出
勤
を
見
て
み
ょ
う
。
こ

の
年
は
「
山
内
南
北
両
組
内
密
見
廻
り
」
を
二
四
日
間
行
な
い
、
そ
の

ほ
か
に
下
村
・
下
原
村
の
差
綻
れ
一
件
に
も
出
勤
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
良
助
自
身
八
斗
八
升
の
出
飯
米
を
待
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
一
般
農
民
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
山
坂
米
l
I
・
l
高
割

負
担
の
段
階
で
は
少
額
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
1
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
前
に
若
干
の
検
討
を
し
て
お
こ
う
。
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
、

比
和
組
元
常
谷
百
姓
三
右
街
門
二
二
四
郎
問
に
起
こ
っ
た
山
論
に
村
役

人
が
出
勤
し
て
い
る
が
、
第
一
に
、
組
内
の
村
役
人
が
出
勤
し
た
の
で

な
く
て
、
す
べ
て
遠
方
の
比
和
組
外
の
村
役
人
が
出
動
し
て
い
る
こ
と
、

型
一
に
、
出
飯
米
・
筆
墨
紙
代
が
当
事
者
の
負
担
(
「
懸
り
台
詞
」
)
だ
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蓑5　安改4年組頭良助の出動仕出し

朱黒田月　　日　'　　出　　勤　　内　　容

鳴

　

納

u

 

D

　

1

6

0
　
　
0
　
　
0
　
　
0

下村初次郎義持一件

下原村四郎平差窪一件二付木戸村へ

下村初次郎差琵一件

山内南北丙亀内密見廻り

割庄屋忠作見廻りこ付効

山内南北両組内密見廻り

山内南北両亀内密見廻り

大風二付見廻り

2.15～2.18

2.28

3.4～3.9

4.27′寸聞4.5

閏4.13

5.14-5.21

7.4～7.11

7.22～7.29

計

注)岩竹家「田原村覚帳」(安政4年)による。

け
で
は
な
く
、
そ
の
大
部
分
が
村
割
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が

全
部
元
常
谷
の
負
担
で
は
な
く
、
関
係
の
な
い
比
和
組
森
脇
村
が
四
升

六
合
余
、
山
内
南
組
上
原
・
下
原
村
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
な
が
ら
五
合

(
2
)

八
勺
を
負
担
し
て
い
そ
し
と
の
二
点
で
あ
る
。

以
上
は
村
役
人
活
動
の
ご
く
一
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
わ

ず
か
な
活
動
の
な
か
で
さ
え
、
山
論
の
解
決
な
ど
い
わ
ば
「
農
民
的
立

場
」
と
、
逆
に
「
内
密
見
分
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
領
主
的
立
場
」

が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
活
動
そ
の
も
の
が
良

民
の
負
担
を
拡
大
す
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
彿
茸
表
4
で

示
し
て
い
る
田
原
村
村
入
用
の
う
ち
、
諸
手
当
米
・
需
要
費
・
郡
組
割

さ
ら
に
熊
書
入
用
米
銀
は
そ
の
村
役
人
の
活
動
の
結
果
で
あ
っ
た
。

さ
て
当
時
の
農
民
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
出
飯
米
を
ど
う
意
識
し
て
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
慶
応
四
年
(
一
八
六
八
)
の
男
日
雇

(
4
)

料
が
一
日
米
壱
升
八
合
と
規
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
庄
屋
・
組
頭
の
出

飯
米
と
た
い
し
て
を
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
前
述
し
た
田

原
村
の
熊
書
入
用
米
銀
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
こ
れ
は
文
久
元
年

(
皇
田
郡
)
　
　
　
　
(
ゑ
輯
郊
)

(
一
八
六
一
)
に
「
御
手
洗
村
熊
書
・
三
日
市
村
清
蔵
妻
与
密
通
一
件

二
付
、
話
入
用
米
四
石
七
斗
余
・
銀
七
百
弐
拾
三
匁
余
」
が
田
原
村
に

割
当
て
ら
れ
た
入
用
で
あ
る
。
こ
の
負
担
に
対
し
て
田
原
村
良
民
は
、

(
5
)

「
村
方
迷
惑
二
落
合
居
候
」
　
と
、
強
く
反
対
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
す
る
と
、
村
役
人
の
出
飯
米
は
一
般
農
民
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、

一
種
の
村
役
人
特
権
(
≠
村
入
用
の
拡
大
)
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
村
請
制
と
い
う
支
配
構

造
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

2
　
農
業
経
営

恵
蘇
郡
に
お
け
る
主
要
農
産
物
は
米
で
あ
る
。
そ
の
た
め
米
の
収
穫

高
の
多
少
が
農
民
の
上
昇
・
没
落
を
決
定
づ
け
る
契
機
と
な
っ
・
て
い
た
。

そ
こ
で
良
助
家
の
生
産
者
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
最
初
に

米
の
収
穫
高
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
表
6
は
天
明
六
年
(
一
七
八



五
)
か
ら
明
治
元
年
.
(
一
八
六
八
)
ま
で
約
八
〇
年
間
の
収
穫
高
を
五

年
間
ご
七
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
良
助
家
の
田
畝
は
安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
1
ま
で
ほ
ぼ
一
町
六
反
五
畝
余
で
一
定
し
て
い
た
が
、
万

延
元
年
か
ら
は
「
迫
揚
」
百
姓
と
な
っ
た
、
永
次
郎
家
の
田
畑
を
耕
作
す

る
よ
う
に
な
っ
た
l
の
で
田
畝
二
町
四
反
二
畝
九
歩
と
な
っ
て
小
る
。

天
明
六
年
を
指
数
一
.
〇
〇
と
し
た
場
合
、
寛
政
・
文
化
・
文
政
と
順
調

な
伸
び
を
示
し
、
文
化
十
二
～
文
政
二
年
に
は
平
均
収
量
・
反
収
と
も

に
指
数
一
三
七
と
一
つ
の
頂
点
に
達
し
て
い
る
4
そ
の
後
、
凶
作
の
た

め
天
保
期
を
中
心
に
落
ち
こ
ん
で
い
る
が
、
最
後
の
二
期
に
は
平
均
収

量
指
数
二
〇
九
、
同
一
九
五
と
故
増
し
、
平
均
反
収
指
数
も
一
四
三
、

…
一
と
安
定
を
霊
て
鍔
.
こ
の
時
計
(
董
牢
羞
外
不
作
二
両
、

御
年
貢
相
済
供
老
良
助
・
権
四
郎
・
孫
八
・
朝
書
、
其
外
一
同
不
足
ニ

(
6
)

相
成
供
、
六
捨
石
計
拝
借
任
侠
年
柄
二
御
座
候
」
と
.
い
う
状
況
の
な
か

で
も
、
四
八
石
余
(
反
収
約
二
石
)
と
い
う
安
定
し
た
生
産
を
示
し
て

い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
幕
末
期
に
お
け
る
良
助
家
の
生
産
力
的
発
展

は
何
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
な
要
因
で

あ
る
が
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
「
近
年
ハ
用

(
7
)

水
も
相
屈
、
只
今
こ
て
(
中
下
の
村
位
か
ら
)
中
ノ
上
と
も
相
当
可
中
段
」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
久
年
間
に
国
兼
池
が
修
築
完
成
し
た
こ

と
に
よ
る
水
利
環
境
の
向
上
で
あ
る
。
第
二
に
、
金
肥
の
導
入
が
考
え

ら
れ
る
。
前
章
1
節
で
指
摘
し
た
よ
ケ
に
、
恋
茄
郡
で
は
肥
草
の
不
足

が
農
民
の
窮
乏
(
=
生
産
力
の
停
滞
)
を
も
た
ら
す
大
き
な
原
因
と
な

:表6　5か年平均収穫立の推移

考匝均収量l同指可平均反収桓指可　備

4か年平均

2か年平均

2か年平均

天保7年不作

4か年平均

文久3年λ存外不作

4か年平均

叫

1

0

3

1

1

5

?

以

1

2

7

1

3

7

1

2

8

1

2

7

1

2

1

畑

∽

1

2

5

1

1

5

1

3

。

1

4

3

は

30・討711㌘

㍊・氾9i137
30.8(汀!128

芸霊は
26.u汀!1(》
討.4誘l l㌘

罰.21:15
訂.閻!115

31.113

50.182

天勇6年一斑改元年

足致2年一定致6年

定致7年一定改11年

定員12年～文化元年

文化2年～文化6年

文化7年～文化11年

文化u年～文改2年

文政3年～文致7年

文教8年～文政1裏声

天羅元年～天保5年

天羅6年～天艮10年

天昆11年一弘化元年

弘化2年～冨永2年

冨永3年一文孜元年

ま改2年一安改6年

万道元キー元治元年

珪石元年～舅治元年l46.801

注)岩竹三打年々出末米克霞」より作成
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幕藩制解体期における晨村支配と委員(中山)

な
っ
て
い
た
。
良
助
家
で
は
「
い
わ
し
・
小
ぬ
か
・
灰
」
な
ど
を
、
.
三

(
寓
庄
呈
)
　
　
　
(
雲
竺
〇

次
町
の
商
人
や
市
村
角
昆
・
三
日
市
村
高
松
昆
な
ど
か
ら
、
丈
久
元
年

に
童
二
二
五
匁
、
慶
応
元
年
に
七
五
匁
、
同
三
年
に
七
五
匁
で
購
入
し

(
8
)

て
い
る
。
こ
れ
は
反
当
り
銀
三
～
八
匁
と
い
う
少
績
の
金
肥
投
入
で
あ

る
が
、
把
車
中
心
の
こ
の
地
域
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
三
年
間
の
事
例
だ
け
し
か
判
明
し
な
い
が
、
文
久
二
年
七
品

踵
、
慶
応
元
年
十
品
種
、
同
三
年
に
は
十
一
品
種
と
い
っ
た
、
籾
品
種

の
選
択
を
行
な
い
な
が
ら
収
量
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
精
良
的
な

(
9
)

努
力
も
見
逃
せ
な
い
。

さ
て
こ
れ
ら
の
収
軽
米
は
一
部
は
高
利
貸
経
営
に
運
用
さ
れ
、
飯
用

米
を
除
い
た
残
り
の
部
分
は
地
域
市
場
に
売
り
出
さ
れ
て
い
た
。
文
久

元
年
(
一
八
六
一
)
　
に
は
居
村
の
田
原
村
を
は
じ
め
と
し
て
近
隣
村
方

で
の
阪
売
が
九
〇
%
以
上
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
慶
応
元
年
(
一
八

六
四
)
、
同
三
年
に
は
そ
の
比
率
は
著
し
く
縮
少
し
て
い
る
。
そ
の
極

端
な
例
が
田
原
村
で
あ
り
、
販
売
回
数
も
米
高
も
と
も
に
減
少
し
て
お

り
、
逆
に
郡
外
の
三
次
町
等
の
町
方
・
在
町
に
そ
の
販
売
先
が
移
行
し

て
い
る
。
慶
応
元
年
は
長
州
戦
争
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
外
の

町
場
に
米
を
出
荷
　
-
　
そ
の
際
は
現
銀
取
引
で
あ
る
　
ー
　
L
だ
し
た
こ

と
、
さ
ら
l
に
販
売
の
う
ち
新
米
は
チ
玉
石
で
古
米
(
蓄
積
米
)
が
二

二
・
三
石
で
あ
る
こ
と
は
、
良
助
家
が
「
村
々
之
内
作
得
米
他
部
へ
売

捌
き
高
価
ヲ
貪
り
、
或
著
村
内
二
而
買
〆
不
融
通
ヲ
好
ミ
、
米
相
場
思

(
1
0
)

惑
い
た
し
侯
著
」
と
、
一
般
員
民
か
ら
非
難
さ
れ
る
階
層
に
相
当
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
慶
応
元
年
の
「
年
間
だ
け
で
あ
る
が
l
、
艮
助
家
の
農
業
経
営

収
支
を
検
討
し
て
み
ょ
う
(
表
7
)
。
同
年
は
幕
末
期
で
も
凶
作
年
に
あ
一

た
り
、
雑
穀
を
度
外
祝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
完
全
な
経
営
収
支
で
は
た

い
が
、
あ
る
程
度
の
偵
向
は
推
測
で
き
l
る
で
為
ろ
う
。

良
助
家
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
に
若
干
で
は
あ
る
が
、
綿
を
入

質
七
〇
〇
日
ば
か
り
栽
培
し
は
じ
め
て
お
り
、
そ
の
収
益
と
し
て
八
・

七
一
匁
を
得
て
い
た
。
慶
応
三
年
に
い
た
っ
て
は
.
「
当
卯
年
出
来
わ
た

益
」
と
し
て
二
〇
貫
目
余
の
収
量
が
・
「
万
覚
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、

近
く
の
庄
原
町
や
三
次
町
に
出
荷
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
土

地
の
貸
付
け
は
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
す
べ
l
て
手
作
り
経
営
(
約
三
町
)

で
あ
っ
た
。

収
支
差
引
五
・
五
石
余
は
三
町
歩
経
営
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
少
な

い
と
言
え
よ
う
。
頁
租
二
二
石
余
(
持
高
三
〇
二
二
石
に
対
し
七
三
%
)

が
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
や
は
り
収
穫
米
四
〇
石
会
と

い
う
不
作
が
影
響
し
て
い
る
。
文
久
元
年
よ
り
元
治
元
年
ま
で
は
平
均

五
〇
石
の
収
穫
で
あ
る
か
ら
約
一
〇
～
一
五
石
の
収
益
が
連
年
続
い
て

い
た
と
推
測
で
き
る
。
本
年
度
、
古
米
が
二
二
・
三
石
も
販
売
さ
れ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
収
益
蓄
積
米
の
一
部
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
馬
三
頭
に
よ
る
収
益
も
考
え
ら
れ
、
.
さ
ら
に
前
節
で
は
ふ

れ
な
か
っ
た
が
、
農
業
外
収
入
と
し
て
庄
屋
給
米
や
庄
屋
足
子
引
の
現

米
給
与
、
そ
し
て
三
子
夫
米
等
少
な
く
と
も
六
～
八
石
の
村
役
人
特
権

給
が
、
右
の
良
助
家
に
あ
ヶ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は

慶
応
元
年
の
蔑
業
経
営
収
支
に
匹
敵
し
、
.
連
年
の
農
業
収
支
の
半
額
に

11



表7　慶応元年度の農業経営収支

田有畝　242.09畝
畑有畝　50.09

計　　292.18
経　営　反　別

家　　族　数l　8人(うち1人下男)

桁6.5間　　梁3.5間
5　　　　　　2

4.5　　　　　2.5

家
蛤
蔵

h
ノ唐

山
土

鴇l　作牛2疋　馬3疋牛

40.615石
3.5　(麦7.5石)-
0.035(収益8.71匁)

44.15石計

支

種　　　籾

75.0匁)
81.0匁)

38.593石

畑　物　種
日雇作料賃
金　肥　代
J馬　葉　払

計

差　　　　引　I　5.557石

注1)蔓掩鼠藩竃遺
分ケ帳」(元治2年)による。

・2)米換算は1石=250匁として掟定。

ま
え
な
が
ら
、
良
助
家
の
高
利
貸
経
営
を
検
討

し
て
み
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
衰
8
か
ら
み
て
み
ょ
う
。
こ
れ

は
艮
助
家
の
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
に
お
け

る
月
別
貸
与
額
　
(
米
銀
)
、
お
よ
び
年
内
回
収

額
、
残
積
(
利
子
を
含
む
)
を
整
理
し
た
も
の

で
あ
る
。
表
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
借
主
は

田
原
村
の
農
民
ば
か
り
で
は
な
く
大
半
は
近
隣

の
農
民
で
あ
る
。
こ
の
裏
か
ち
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ょ
う
。
第
一
に
、

良
助
家
の
元
治
元
年
・
慶
応
元
年
の
収
穫
米
は

そ
れ
ぞ
れ
五
〇
石
・
四
〇
石
で
あ
る
か
ら
、
単

純
に
考
え
て
収
軽
米
の
三
分
の
一
か
ら
二
分
の

12

も
達
す
る
点
で
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
収
益
米

は
苗
権
力
の
土
地
緊
縛
維
持
政
策
に
規
制
さ
れ
て
、
土
地
保
有
拡
張
に

向
か
わ
ず
、
米
の
販
売
や
貸
付
米
に
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

、

3
節
　
高
利
貸
経
単

恒
常
的
な
領
主
の
「
御
救
米
」
と
と
も
に
、
農
民
経
営
の
「
成
立
」

を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
、
村
役
人
や
上
層
農
民
の
金
融
活
動
が
必
要
で

あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
村
役
人
の
高
利
貸
経
営
が
幕
藩
制
的
論
理
の

な
か
で
行
な
わ
れ
、
か
つ
村
請
制
の
必
然
的
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
.

(
〓
)

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
点
を
ふ

一
を
貸
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
言
鋸
二
に
、
十
一
月
・
十
二
月
に
米
の

貸
付
が
「
御
年
貢
座
へ
か
し
」
と
い
う
よ
う
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、

農
民
に
年
貢
を
皆
済
さ
せ
る
た
め
の
処
匿
で
あ
り
、
他
の
月
は
お
も
に

飯
米
不
足
の
た
め
の
貸
付
で
あ
る
。
一
方
一
ハ
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
米

の
貸
付
が
減
少
し
、
八
月
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
良
貸
し
が
増
加
し
て
い

る
の
は
、
米
価
高
虎
の
た
め
で
あ
り
、
米
袋
よ
り
も
黒
須
の
方
が
有
利

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
堕
二
に
、
表
中
に
*
印
を
付
し
て

い
る
の
は
「
時
用
差
悶
二
付
か
し
、
但
わ
た
打
代
払
」
と
注
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
描
打
・
駄
賃
な
ど
の
労
働
力
で
の
返
済
も
み
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
第
四
に
、
銀
は
三
分
の
二
ほ
ど
回
収
し
て
い
る
が
、
米
は
利
子
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表8　慶応元年、良助宗の月別貸対日

＼＼I貸付等「回収可幾　可

注)岩竹家「万加子覚帳」(慶応元年)によ
る。

分
と
考
え
て
よ
い
。
し

た
が
っ
て
元
治
元
年
以

前
分
の
回
収
ほ
、
農
民

の
犠
牲
に
お
い
て
一
応

の
成
果
を
あ
げ
て
い
七

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
た
だ
し
表
8
に
示

し
た
慶
応
元
年
の
残
額

が
順
調
に
回
収
で
き
た

か
ど
う
か
判
明
し
な
い

が
、
長
期
的
に
見
れ
ば

相
当
分
だ
け
し
か
回
収
し
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
窮
迫
し
て
い
る
農
民

経
営
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
立
は
翌
年
以
降
に
持
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
貸
付
米
銀
の
翠
年
以
降
の
回
収
状
況
を
表
9
に
示
し
て
み
た
。

貸
付
米
銀
は
元
治
元
年
以
前
の
未
回
収
累
積
積
で
、
表
示
し
て
あ
る
の

は
慶
応
元
年
度
内
に
回
収
し
え
た
部
分
と
、
同
年
末
に
お
け
る
未
回
収

部
分
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
元
治
元
年
以
前
に
、
良
助
家
が
ど
れ
だ
け

の
米
銀
を
高
利
袋
に
回
転
さ
せ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

借
金
帳
消
や
返
済
猶
予
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
8
の
慶
応
元
年
の
場

合
に
比
べ
て
、
元
治
元
年
以
前
の
残
額
は
米
四
石
余
・
銀
七
二
四
匁
と

い
ち
じ
る
し
く
少
額
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
も
う
貸
付
利
子
の
一
部

元
米
・
銀
と
利
子
の
一

部
は
十
分
に
回
収
し
え
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
」
良
助
家
の
高
利
貸
経
営
は
、
徐
々
に
回
収
し
な
が

ら
米
銀
の
高
利
袋
的
回
転
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恵
蘇
郡
に
お

い
て
は
農
民
経
営
に
規
定
さ
れ
て
、
「
払
出
之
粟
も
相
叶
不
中
二
付
、

未
ダ
等
閑
二
致
し
置
、
其
儲
催
促
等
之
義
一
円
不
仕
1
被
受
取
時
節
も

(
1
2
)

有
之
供
得
者
受
取
心
得
由
二
両
申
候
」
と
い
う
寛
大
な
回
収
態
度
を
み

せ
る
村
役
人
も
い
た
が
1
良
助
家
も
た
ぶ
ん
そ
の
例
に
も
れ
な
い
が

1
結
凛
的
に
は
、
村
役
人
の
高
利
貸
経
営
が
小
農
経
営
を
維
持
さ
せ

る
と
い
う
以
上
に
、
農
民
を
債
務
化
し
高
利
貸
的
蓄
積
が
少
な
か
ら
ず

貫
徹
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
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衷9.慶応元年末における未回収米銀高

年　　　 月 件 数 貸　 付　 績 l 回　 収 ~ 績
残　　　　 額

古　　　 貸 1 0 .4 4石

3 3 0　 匁

0 .3 52 石 0 .1 7 7石

2 8 5　 匁

安 政 2 . 1 1

安 政 6 .

万 延 元 1 1

1

.1
1

0 .5

1 .2

0 .叩

0 .8 63

0 .2 6 4

1 .1 4

0 .0 3

0 .43 6

li l　 匁 .
` 0 .3 3 6

0 3
万 延 元 . 12 - 1 5 .5 1 .8 5　 _

0 ニ0 3 6

0 .6

4 .5
文 久 元 . 2 3 3 5 .4 2 5 1 6 .6
文 久 元 . 6 2 2 5 1 .8 6 0 2 4 2 .2　 ~
文 久 2 . 12 .3 7 4 .1 5 1 .9 3 7

3　　 9 　 1 0 0 17 0 0 13 0 0 0 7
文 久 3 . 12 3 1 .4 3

0 4

1 0 0 :9 9 1

0 0 8

7 .5 0 .7 2 6 '

0 4

4 .5
元 治 元 . 2 1 3 0 6 3 0
元 治 元 . 3 1 2 0 4 2 0
元 治 元 . 4 1 2 0 4 2 0
元 治 元 . 1 0

元 治 元 1 1
1

12

4 0 `8 4 0

lコ　　 .
元 治 元 . 1 2

1 0 1 .12 1 0 7 .6 5 0 .9 10 3 .5 0 .4 5 1 2 4 .台

元 治 元 . 2 1 .4 0 .2 8 1 .4
不　　　 明 1 0 .3 0 .3 0 .0 72

計 3 6 7 ・7芋6
捌 ・4 5　 巨 8 8 6

3 8 2 .7 5 4 .5 3 5 7 2 4

注)表8に同じ。

4
　
中
農
・
貧
農
層
の
再
生
産
構
造

本
節
で
は
豪
農
=
村
役
人
の
対
極
に
位
置
す
る
貧
農
層
、
お
よ
び
中

農
層
の
家
計
収
支
か
ら
そ
の
再
生
産
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

表
1
0
お
よ
び
1
1
に
田
原
村
の
槌
次
郎
家
と
市
太
郎
家
の
家
計
を
あ
げ

て
み
た
。
こ
の
藁
は
、
農
業
外
収
入
・
支
出
が
組
頭
艮
助
家
と
の
関
係

だ
け
し
か
判
明
し
な
い
点
に
お
い
て
限
界
を
も
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
「
極
難
渋
著
」
槌
次
郎
家
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
役
は

「
百
姓
人
別
現
実
株
式
取
分
ケ
帳
」
に
下
々
の
等
級
と
し
て
登
録
さ
れ

て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
蚕
農
・
半
プ
ロ
層
で
あ
る
。
日
雇
収
入
が
良
助
家

と
の
関
係
分
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
七
飯
米
四
・
三
八
石
を
最

低
限
に
切
詰
め
雑
穀
を
食
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
収
支
差
引
は
も

っ
と
括
少
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
差
引
四
石
余
と
い
う
莫

大
な
赤
字
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
良
助
家
へ
の
私
倍
返
済
が
、

一
・
二
石
余
の
借
入
に
対
し
て
わ
ず
か
〇
・
〇
六
二
石
で
あ
る
よ
う
に
、

倍
米
お
よ
び
利
子
は
年
々
増
大
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
問
題
は
こ
の
四
石
余
を
日
雇
窪
で
笛
項
で
き
た
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
明
在
に
す
る
史
料
は
た

い
が
、
段
垣
内
村
に
お
い
て
「
百
姓
共
監
間
二
者
わ
ら
物
事
り
わ
ら
直
、

或
ハ
庄
原
町
A
吉
舎
三
次
町
へ
彷
鉄
荷
負
七
申
立
少
し
彷
庄
侠
外
二
洋

行
無
御
庄
灰
、
勿
論
婦
人
之
学
芸
彷
庄
野
と
翌
日
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
た
菜
日
雇
の
ほ
か
に
鉄
荷
の
駄
賃
淫
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
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表10　田原村槌次郎の家計(慶応元年)

計

支

計

注1)岩竹家「悪蘇郡田原村百姓人別現実株式取分ケ帳」
(慶応元年)、同「万覚帳」、同「万加子覚般」(以上慶
応元年)、同「田原村当御年貢諸取立物横抜物払帖」
(万延元年)より作成。

2)*はすべて米に換算(史料のまま)tしたも_のであ
る。なお1石=275匁。

-　3)飯米は成年男子1日5合、女子2合5勺、男児2合
女児1合として計算した。

4)収穫米は上作の場合で、麦も米に換算して含んで
いる。

5)私借返済、日雇収入、仮用米はすべ七岩竹家(良助
家)関係のものである。

プ
ロ
屑
に
と
っ
て
、
鉄
方
役
所
か

ら
の
借
銀
は
結
局
大
き
な
負
担
に

な
っ
七
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ろ
れ
る
。
同
様
に
槌
次
郎
も
馬

を
所
持
し
て
お
ら
ず
、
「
糸
績
又

ハ
日
雇
任
侠
得
共
、
格
別
之
儀
者

(
1
5
)

不
待
仕
老
候
」
l
と
あ
る
よ
う
l
に
、

良
助
家
か
毛
馬
を
借
り
た
と
し
て

も
、
ど
の
く
ら
い
の
収
益
を
あ
げ

て
い
た
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

次
に
豪
農
=
村
役
人
の
農
業
日

雇
い
状
況
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

′
槌
次
郎
家
の
日
雇
収
入
は
収
入
全

体
の
一
・
六
%
と
い
う
よ
う
に
、

と
こ
ろ
で
鉄
荷
運
送
龍
は
馬
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
悪
蘇
郡
川
北
村
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
農
民
が
「
自
力
ヲ
以

馬
調
侯
業
相
叶
不
申
」
五
め
、
鉄
方
役
所
に
毎
年
「
馬
銀
拝
借
奉
願
上
」

り
駄
賃
稼
を
し
て
い
た
。
時
期
は
や
～
さ
か
の
ぼ
る
が
、
一
天
保
十
三
年

(
一
八
四
二
)
　
に
は
「
壱
疋
二
付
六
百
日
」
、
同
十
四
年
に
は
　
「
一
疋

八
百
日
ツ
ツ
」
の
額
で
拝
借
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
年
に
は
早
く
滝

「
追
々
諸
色
高
直
二
相
成
中
内
甚
ダ
難
渋
仕
侯
趣
を
以
、
何
卒
今
少
し

(
1
4
)

駄
賃
上
被
為
迫
候
様
」
l
に
訴
願
し
て
お
り
、
馬
を
持
た
な
い
貧
農
・
.
半

貧
農
・
半
プ
ロ
層
と
し
て
は
き
わ

め
て
少
セ
い
。
良
助
家
の
旦
履
状
況
は
表
9
で
日
雇
作
料
賃
と
し
て
五

一
由
匁
余
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
は
、
そ
の
内
容
が
明
確
で

な
い
の
で
、
本
郷
村
の
豪
農
=
村
役
人
で
あ
る
岩
武
家
の
日
雇
労
働
を

み
て
お
こ
う
.
。
岩
武
家
に
は
村
内
の
約
二
割
弱
の
農
民
が
日
雇
に
来
て

い
た
が
、
年
間
一
～
五
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
日
雇
玖
機
会
は
少
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
大
量
の
労
働
力
を
要
す
る
稲
作
(
田
植
え
、
草

取
、
稲
刈
)
.
に
日
雇
は
用
い
ら
れ
な
か
.
っ
た
が
、
そ
れ
は
お
も
に
四
人

(
1
6
)

の
奉
公
人
と
合
力
で
作
業
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
雇
賃
が
判
明
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す
る
分
を
「
万
覚
帳
」
.
の
.
.
「
算
用
拍
」
に
よ
っ
て
み
る
と
、
重
兵
衛

(
上
夫
)
と
吉
五
郎
(
上
夫
)
が
質
米
一
升
六
合
で
あ
る
か
ら
、
一
日

当
た
り
八
合
の
賃
米
で
あ
っ
た
こ
せ
が
わ
か
る
。
最
も
多
l
く
の
日
雇
労

働
(
十
二
人
)
を
提
供
し
て
い
る
広
助
で
さ
え
、
奉
公
代
そ
の
他
の
差

引
も
入
れ
て
四
斗
六
合
で
あ
ヱ
石
に
も
達
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
表
1
0
の
槌
次
郎
家
の
事
例
、
川
北
村
の
駄
賃
稼
の
事
例
と
あ
わ

せ
考
え
て
み
て
も
、
日
雇
稼
ぎ
が
貧
農
・
半
プ
ロ
層
の
経
営
を
安
定
的

た
ら
し
む
る
に
は
限
界
が
ぁ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
莫
大
な
支
出
超
過
に
か
か
わ
ら
ず
、
槌
次
郎

家
が
特
高
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
1
-
嘉
永
五
年
か
ら
明
治
三
年
ま

で
八
・
七
一
九
石
で
、
慶
応
元
年
の
み
七
・
三
二
二
石
(
表
2
)
1

再
生
産
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
田
畑
の
移

動
を
で
き
る
だ
け
抑
止
し
ょ
う
と
す
る
謡
権
力
の
百
姓
土
地
緊
縛
政
策

が
働
い
て
い
る
こ
と
ほ
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
恵
蘇
郡
に
お
け
る

計
農
・
半
プ
ロ
層
は
「
土
地
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
存
在
形
態
で
は
な

く
、
逆
に
莫
大
な
借
米
銀
と
疫
田
畑
と
に
束
縛
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
で
槌
次
郎
家
が
作
食
米
〇
・
八
八
八
石
、
飯
用
米
〇
・
三
二

七
三
石
と
借
入
れ
て
.
い
る
J
ぅ
に
、
公
借
や
私
借
を
せ
ざ
る
を
え
な
い

(
1
7
)

再
生
産
構
造
の
も
と
に
、
存
続
せ
わ
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
中
盈
層
を
検
討
し
ょ
う
。
表
1
1
に
市
太
郎
家
(
等
級
中
上
)
の

家
計
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
形
式
上
収
入
と
支
出
が
つ
り
あ
い
、
農
菜

だ
け
で
再
生
産
で
き
る
こ
と
が
窺
え
る
。
事
実
、
少
な
く
と
も
良
助
家

と
の
間
に
日
雇
関
係
は
検
出
し
え
な
い
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
収

表11田原村市太郎の家計(慶応元年)

米

計
入

計

注)衷10に同じ。
16

人
の
う
ち
一
五
%
が
作
食
米
(
公
借
)
と
缶
用
米
(
私
信
)
　
で
占
め
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
槌
次
郎
家
の
場
合
と
比
較
し
て
も
韮
・
此
轟
と

も
に
上
回
っ
て
お
り
1
-
良
助
宏
か
ら
実
に
一
・
八
石
余
借
り
て
い
る

ー
1
甲
農
層
七
い
え
ど
も
借
米
銀
な
し
に
は
再
生
産
し
え
な
い
捨
造
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
面
か
ら
考
え
る
と
、
中

農
層
も
常
に
没
落
-
-
奈
義
転
に
お
い
て
は
持
高
を
藁
失
す
る
こ
と
で

な
い
こ
と
に
注
意
-
-
1
の
危
機
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。



幕藩制解体期における昆村支配と委員(中山)
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岩
竹
宏
「
奉
致
上
頸
害
」
(
慶
応
三
年
)

岩
竹
家
「
算
段
約
二
付
山
内
再
a
御
内
密
御
用
見
分
帖
」
(
茅
永
二
年
)

比
婆
欝
比
和
町
近
諒
家
「
恵
謀
諸
元
常
套
出
勤
仕
出
帖
」
(
明
治
二
年
)

伊
吹
ま
「
訂
申
請
如
怯
」
(
慶
応
四
年
)

前
掲
「
虫
中
敷
上
頭
書
」

岩
竹
家
「
年
々
出
来
米
覚
帳
」

同
「
悪
票
部
田
尻
村
形
容
釣
尋
二
付
内
害
毒
出
シ
帖
」
(
明
治
三
年
)

同
「
万
克
機
」
(
各
年
度
)

岩
竹
家
の
本
田
反
当
持
積
立
は
ほ
ぼ
一
斗
一
升
か
ら
一
斗
四
升
と
な
る
が

鳥
憲
一
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
先
進
地
域
で
ほ
ぼ
六
～
八
升
の
播
種
量
で

あ
る
か
ら
　
(
『
近
世
稲
作
技
術
史
』
)
、
稲
作
技
術
の
桒
約
度
は
な
お
立
ち

遅
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
1
0
)
　
『
広
島
県
史
近
世
資
料
爵
Ⅳ
』
二
一
一
四
号

(
1
1
)
　
前
掲
渓
谷
克
己
「
慕
音
調
に
お
け
る
村
請
制
の
特
質
と
農
民
釦
争
」

(
望
(
1
5
)
　
岩
竹
家
「
恵
京
都
田
原
村
奇
特
老
井
二
貨
人
共
中
上
帳
」
(
明
治
二

年
)

(
1
3
)
　
岩
竹
家
「
村
方
形
容
御
尋
之
趣
中
上
ル
頭
書
」
(
安
政
三
年
)

(
1
4
)
　
『
庄
原
市
史
近
世
文
書
腐
』
四
八
一
～
四
八
五
頁

(
望
　
良
助
家
で
は
田
植
労
働
力
の
べ
五
五
人
の
う
ち
、
「
負
取
仕
払
」
す
な
わ

ち
日
雇
は
わ
ず
か
の
べ
九
人
で
あ
っ
た
。

(
誓
　
ま
た
、
村
入
用
等
の
高
割
負
担
に
お
い
て
も
、
そ
の
経
営
の
内
実
と
は

著
し
く
異
な
る
負
担
が
か
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
幕
藩
制
国
家
支
配
に
お
け
る

豪
農
=
村
役
人

幕
藩
制
国
家
解
体
期
に
お
い
て
豪
農
=
村
役
人
層
が
、
対
国
家
(
藩

権
力
)
・
対
良
民
と
の
関
係
の
な
か
で
大
き
く
動
揺
し
た
こ
と
は
十
分

予
想
で
き
る
こ
と
で
オ
る
。
本
章
で
は
国
家
支
配
の
根
幹
で
あ
っ
た
村

請
制
、
特
に
村
役
人
給
と
百
姓
土
地
緊
縛
を
め
ぐ
る
豪
晨
=
村
役
人
の

動
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

1
　
役
人
諸
給
米
と
村
役
人

慶
応
三
年
一
月
の
一
揆
に
お
い
て
、
村
役
人
の
諸
給
米
半
減
や
特
権

廃
止
を
要
求
す
る
農
民
の
広
範
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
.
と
、
ま
た
幕
末
の

藩
政
改
革
に
お
い
て
郡
村
入
費
節
減
の
た
吟
、
割
庄
屋
制
廃
止
や
組
頭

給
削
減
な
ど
村
役
人
諸
給
米
が
差
引
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に

指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
幕
末
期
の
村
請
制
再
編
策
が
豪
農
=

村
役
人
層
と
藩
権
力
と
の
連
繋
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と

は
、
第
一
章
表
4
の
村
入
用
推
移
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
恵
蘇
郡
に
お
い
て
は
役
人
諸
給
米
を
め
ぐ
る
動
向
か
ら
み
れ
ば
、
豪

農
層
が
藩
権
力
の
支
配
政
策
に
よ
り
な
が
ら
維
新
期
を
乗
り
切
っ
て
い

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
十
月
に
郡
政
改
革
が
挫
折
し
、
文
久
三
年
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(
一
八
六
三
)
以
前
の
旧
制
度
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

の
時
一
転
し
て
豪
晨
=
村
役
人
層
は
諸
給
米
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
欺
膜
を
行
な
っ
て
い
る
。

一
居
宅
二
両
相
勒
井
居
村
二
両
居
宅
賄
之
出
勒
ハ
、
庄
屋
組
頭
共
儀

差
別
一
首
弐
升
ツ
1
」
但
人
足
不
相
立
候
事

一
語
給
米
近
年
之
御
足
二
而
者
難
被
相
行
村
方
も
有
之
、
是
又
右
同

断
(
=
「
取
引
方
追
て
取
約
中
値
度
侯
事
」
)

(
元
治

そ
の
は
か
、
諸
用
出
飯
米
・
筆
墨
紙
・
灯
油
代
等
に
つ
い
て
も
、
「
近

評
定
之
通
侯
而
ハ
難
相
凌
」
と
し
て
、
諸
手
当
増
給
と
復
活
を
要
求

(
1
)

し
た
の
で
あ
っ
た
。
.
と
く
に
最
初
の
要
求
ほ
、
村
役
人
が
諮
意
的
に
一

日
弐
升
の
出
勤
米
を
免
割
に
組
み
入
れ
る
方
向
性
を
備
え
て
お
り
、
村

入
用
の
縮
少
を
意
図
す
る
藩
権
力
・
・
農
民
と
基
本
的
に
対
立
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
藷
権
力
は
明
治
二
年
末
に
至
る
ま
で
明
確
な
回
答
を
避
け
て

い
る
。
明
治
元
年
七
月
、
村
役
人
層
は
「
郡
中
村
々
庄
昆
組
頭
給
米
近

年
之
御
改
法
二
付
御
減
少
二
相
成
、
井
二
諸
用
出
飯
米
者
更
二
御
差
止

被
仰
付
、
一
同
奉
長
英
旨
ヲ
以
是
迄
相
行
居
侯
待
共
」
　
「
話
用
繁
多
給

(
3
)

米
些
少
」
と
い
う
不
満
か
ら
、
さ
ら
に
欺
餌
を
行
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
同
二
年
四
月
、
・
表
1
2
に
整
理
し
た
六
項
目
の
要
求
を
提
出
し

た
二
十
こ
て
載
も
は
や
庄
屋
・
組
頭
給
へ
の
言
及
は
な
く
、
諸
用
出
飯

米
が
そ
の
中
心
と
な
.
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
第
四
の
項
目
1
.

に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
割
庄
屋
・
社
倉
支
配
役
の
子
弟
を
庄
昆
格
に

す
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
数
の
子
弟
を
村
役
人
格
に
つ
け
よ
う

表12　明治2年4月、諸役人都府詰出飯米に関する要求事項

1.年寄・割庄昆・社倉支配役の出飯米を1日4升にする。

2.庄屋出飯米を1日3升5合にする。

3.社食十人組頸取・組頭の出版米1日2升を3升5合にする。

4.村々役人の子弟については下記のようにする。

割庄昆・社倉支配役の子弟→庄屋格1

庄屋・組頭の子弟→組頭格

先庄屋→庄屋格

先払頭および先庄屋・先組頭の子串→組頭格

詰所手迫夫1日1升5合にするこ

役人宿所煩夫を1日2升とする。

5　　6

注)伊吹家僕S中詔ね†封(明治2年)による。

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
差
謹
事
約
方
其
外
召
追
方
」
の
た
め
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
る
が
、
木
質
的
な
意
図
は
、
村
役
人
の
再
生
産
が
「
器

1

用
繁
多
」
で
あ
っ
た
事
務
の
迅
速
化
を
期
す
と
い
う
以
上
に
、
一
点
員

民
層
へ
の
対
抗
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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幕藩制解体期における農村支配と豪農(中山)

そ
し
て
同
年
十
二
月
に
は
最
後
の
款
綴
運
動
を
行
な
い
、
村
役
人
の

立
場
を
貫
こ
う
と
し
た
。
「
私
情
ケ
問
教
義
も
有
之
、
且
入
役
増
二
落

合
族
長
も
不
少
」
あ
る
が
、
「
彷
規
則
之
義
者
其
実
を
相
貫
不
申
両
者
、

永
琵
黒
石
相
行
事
柄
」
で
あ
る
と
し
て
、
主
に
次
の
よ
う
な
要
求
を
う

(
3
)

た
っ
て
い
る
。
H
村
役
人
特
権
の
一
つ
で
あ
る
足
子
引
高
制
の
振
続
。

口
「
諾
用
差
支
も
有
之
俣
故
」
出
薮
米
を
庄
屋
・
組
l
頭
と
も
五
合
引
上

げ
る
。
臼
「
入
役
昭
二
相
成
既
得
共
」
年
行
司
を
復
活
す
る
。
㈲
筆
墨

既
・
灯
油
代
の
複
活
。
四
年
寄
・
割
庄
屋
・
社
倉
支
配
役
に
袴
料
米
二

石
を
給
与
す
る
。
そ
の
他
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
慶
応
三
年
以
来

一
貫
し
て
村
役
人
層
の
立
場
を
固
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
4
)

し
か
し
こ
の
月
、
菩
権
力
は
「
郡
村
規
則
」
を
改
訂
し
た
。
村
役
人

の
出
飯
米
に
関
す
る
要
求
は
ほ
ぼ
認
あ
て
い
る
も
の
の
、
庄
屋
組
頭
給

は
改
革
時
の
ま
ま
現
状
維
持
、
さ
ら
に
は
足
子
引
高
の
低
給
付
化
(
村

高
百
石
当
た
り
庄
屋
一
斗
)
な
ど
、
音
権
力
は
村
役
人
特
権
を
押
え
よ

う
と
し
た
」
こ
れ
は
村
役
人
特
権
を
押
え
を
」
と
に
よ
.
っ
て
豪
農
と
農

民
諸
階
層
問
の
矛
盾
を
緩
和
さ
せ
、
そ
し
て
村
請
制
の
機
能
を
な
お
む

維
持
し
ょ
う
と
す
る
権
力
的
意
図
が
働
い
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
権
力
的
意
図
が
恵
蘇
郡
に
お
い
て
貫

徹
し
た
か
ど
う
か
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
表
4
に
よ
る
せ
、
足
子
引
高

は
村
扇
二
五
三
石
余
に
か
か
わ
ら
ず
三
石
(
庄
寧
三
彗
組
頭
二
石
)

が
給
付
さ
れ
、
三
子
夫
米
は
廃
止
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
免
割
入
と
な
っ
て

い
る
。
豪
農
川
村
役
人
の
村
落
支
配
に
は
強
固
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

以
上
簡
単
に
み
て
き
た
が
、
村
役
人
諸
給
米
を
め
ぐ
る
動
向
は
き
わ

め
て
国
家
支
配
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
村
請
制
の
動
揺
を
表
現
す
る

豪
農
=
村
役
人
の
要
求
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
歎
願
に
み
ら
れ

た
ま
農
層
の
動
向
は
、
反
農
民
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
農

民
負
担
を
増
大
さ
せ
琵
渋
化
に
拍
事
を
か
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
.
、

村
請
制
を
解
体
に
導
く
客
観
的
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
ー
寺
が
で

き
よ
う
。
そ
し
て
豪
農
=
村
役
人
が
郡
村
入
費
節
減
と
い
う
権
力
的
意

図
を
無
視
し
て
多
少
な
り
と
も
要
求
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
維
新

期
に
お
け
ゑ
活
権
力
支
配
の
弱
体
化
を
も
表
現
し
て
い
を

2
　
百
姓
土
地
緊
縛
と
村
役
人

恵
蘇
郡
で
は
一
八
世
紀
よ
り
一
九
世
紀
初
頭
の
文
化
・
文
政
期
に
か

け
て
人
口
が
約
三
割
も
敦
減
し
手
余
地
が
増
大
し
た
。
そ
の
た
め
郡
役

所
は
百
姓
土
地
緊
縛
に
の
っ
と
り
、
本
百
姓
体
制
維
持
を
は
か
な
ノ
村

請
制
の
動
揺
を
回
避
し
ょ
ト
と
し
た
.
。
こ
の
節
で
は
維
新
期
の
.
世
直
し

状
況
の
な
か
で
豪
農
=
村
役
人
が
百
姓
土
地
緊
縛
政
策
に
い
か
な
渇

態
度
を
と
?
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
∵

一
.
慶
応
三
年
十
二
月
六
日
、
藩
権
力
は
郡
政
改
革
が
挫
折
し
た
後
も
本

百
姓
体
制
の
維
持
を
め
ざ
l
し
て
、
「
村
々
桓
難
渋
者
共
瞥
年
追
揚
取
計

侯
而
ハ
決
而
不
相
済
、
此
類
之
者
ハ
取
し
ら
べ
尚
不
足
米
も
可
申
出
候

(
5
)
.

事
」
と
、
こ
の
年
.
の
極
難
渋
者
叡
「
迫
揚
」
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
で
、

貧
貴
を
保
護
す
る
こ
と
を
村
役
人
に
命
じ
た
。
こ
の
百
姓
土
地
緊
縛
政

策
に
対
し
て
、
村
役
人
層
は
↓
極
月
七
日
御
内
見
ニ
l
出
侯
頭
書
」
を
郡
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役
所
に
提
出
し
、
そ
の
政
策
に
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。

の
「
来
秋
作
混
付
朕
節
」
に
追
上
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
公
借
の

比
重
が
高
い
者
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
私
借
が
多
い
者
は
「
如
何
共

著
無
之
」
の
だ
か
や
迫
上
と
す
る
。

∽
「
一
家
名
丸
テ
売
捌
」
い
た
者
は
、
「
無
是
非
」
「
忽
浮
過
二
落
人
」

る
こ
と
と
す
る
。

伺
田
畑
売
買
に
つ
い
て
は
、
「
従
来
之
村
法
た
り
共
、
他
村
売
被
差

免
度
供
事
」
。

餌
〓
揆
で
買
戻
し
に
成
功
し
た
.
「
永
代
売
切
朕
田
地
」
を
r
再
び

「
戻
直
段
よ
り
も
高
直
ニ
」
売
払
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

「
勝
手
二
売
捌
侯
様
相
成
庶
事
」
。

用
慶
応
二
年
の
不
作
年
に
田
畑
を
抵
当
と
し
て
借
米
を
し
、
「
借
替

米
皆
済
之
業
相
叶
不
申
」
者
に
つ
い
て
は
、
「
無
拠
持
地
米
銀
主

へ
」
「
速
二
田
地
引
渡
」
す
こ
と
と
す
る
。

こ
の
村
役
人
層
の
意
見
は
、
貧
農
・
半
プ
ロ
層
が
「
迫
拐
百
姓
」
と

な
る
こ
と
や
田
畑
を
売
払
っ
て
「
勿
遠
過
二
落
人
」
る
こ
と
が
、
も
は

や
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
勢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
の
背
景
に
は
、
村
役
人
層
が
こ
れ
ま
で
米
銀
融

通
に
よ
っ
て
貧
農
・
半
プ
ロ
層
の
経
営
を
綻
持
し
て
き
た
こ
と
を
、
破

l
棄
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
月
十
三

日
に
は
再
び
「
仕
法
建
方
之
総
論
者
著
、
高
切
田
地
等
手
堅
持
合
之
分

者
証
文
面
之
通
米
主
へ
速
二
引
渡
せ
、
其
跡
相
続
方
仕
法
立
無
之
老
共

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

乍
不
便
追
揚
二
取
斗
」
る
ま
う
欺
顧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
貧
農
・
半
プ
ロ
層
の
意
識
は
ど
の
J
ぅ
な
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
一
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
次
の
一
条
に
集
約
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
他
村
他
部
へ
売
渡
し
田
畑
之
義
も
為
御
買
戻
し
被
為
逢
侯
様
、
御

(
6
)
.

上
様
御
慈
悲
ヲ
以
御
判
断
宜
奉
殿
上
供

追
上
や
浮
過
に
没
落
し
た
際
に
「
他
村
他
郡
売
」
な
ど
を
行
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
「
他
村
他
郡
へ
売
渡
し
田
畑
」
を
取
戻
そ

う
と
し
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
貧
農
・
半
プ
ロ
層
の
小
生
産
者
的
意
欲
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
菜
食
=
村
役
人
の
「
御

内
見
二
出
侯
頭
書
」
は
、
逆
に
貧
農
・
半
プ
ロ
屈
の
土
地
喪
失
に
拍
車

を
か
け
、
自
ら
土
地
集
積
の
按
会
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
苫
権
力
が
め
ざ
し
た
本
百
姓
体
制
維
持
と
は
対
立
す
る
性
格
を

も
っ
て
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
要
望
坤
に
お
け
る
京
島
=
村
役
人
は
村
役
人
諾
給

米
を
め
ぐ
る
動
向
で
も
村
請
制
の
動
揺
の
方
向
に
揖
い
た
が
、
百
姓
土

地
緊
縛
の
側
面
に
お
い
て
も
村
詩
制
を
勒
響
盲
る
方
向
に
缶
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
動
向
が
村
語
調
の
み
な
ら
ず
、

村
落
共
同
体
の
破
壊
や
貧
畠
・
半
プ
ロ
層
の
没
落
化
(
1
-
「
忽
淳
違
二

落
人
」
)
に
拍
串
を
か
け
る
側
面
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
点
に
要
語
剖
解
体
期
に
お
け
る
正
員
=
村
役
人
の
「
中
間

層
」
と
し
て
の
性
格
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

注
(
l
)
　
伊
吹
家
「
郡
申
請
拍
帖
」
(
慶
応
三
年
)

(
2
)
　
同
「
郡
申
請
拍
帖
」
(
慶
応
四
年
)
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幕藩剖解体期における農村支配と委員(中山)

′　、　　　　(　　　　　(　　　′~ヽ

6　5　4　3
)　　　　　)　　　　　　)　　　　　　)

同
「
郡
申
請
如
枯
」
(
勇
治
二
年
)

『
広
島
県
史
近
世
資
料
昌
Ⅳ
b
二
三
八
l
号

以
下
は
、
伊
吹
家
「
訪
中
講
和
帖
」
(
慶
応
三
色
　
に
よ
る
。

岩
式
家
「
票
訴
部
徒
党
之
節
請
控
」
(
慶
応
三
年
)

お
　
わ
　
り
　
に

広
島
音
の
員
村
支
配
の
特
質
が
備
後
恵
訴
郡
に
お
い
て
、
百
姓
土
地

崇
拝
の
貫
徹
と
い
う
形
で
表
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
年
貢
増
徴
を
志
向
し

な
が
ら
も
達
成
で
き
な
か
っ
た
、
恵
京
都
に
お
け
る
茶
話
制
支
配
貫
徹

の
た
め
の
最
後
の
反
動
的
封
建
支
配
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
封

建
支
配
の
も
と
で
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
貧
農
・
半
プ
ロ
眉
は
、
そ
の
再

生
産
を
主
に
村
役
人
屑
お
よ
び
苫
権
力
の
米
銀
融
通
に
求
め
ざ
る
を
え

な
い
構
造
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
悪
蘇
郡
に
お
け
る
豪
晨
=
村
役
人
層
の
諸
活
動
は
、
農
業
に

お
い
て
経
営
の
拡
大
を
遂
げ
な
が
ら
も
、
国
家
支
配
(
村
請
制
)
に
規

定
さ
れ
て
、
そ
の
収
益
は
高
利
貸
経
営
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
。
村
役

人
活
動
は
、
村
役
人
特
権
と
と
も
に
、
客
観
的
に
は
農
民
負
担
を
増
大

さ
せ
、
ま
た
農
民
監
視
と
い
う
点
に
お
い
て
反
晨
民
的
立
場
に
つ
ら
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-

し
か
し
そ
の
村
役
人
が
、
郡
政
改
革
が
挫
折
し
た
慶
応
三
年
か
ら
明

治
初
年
に
か
け
て
、
村
役
人
給
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
村
役
人
的
立
場
を

貫
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
村
請
制
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
恵
蘇
郡
に
お
け
る
豪
農
=
村
役
人
は
農
業
経
営
に
お
い

て
富
農
よ
り
寄
生
地
主
へ
転
化
す
る
過
渡
期
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
土
地
集
積
に
よ
っ
て
自
己
の
経
営
を
い
っ
そ

う
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
農
民
の
「
成
立
」
を
放
棄
し
、
藩
権
力
の

百
姓
土
地
緊
縛
政
策
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
幕
藩
制
解
体
期
に
お
け
る
豪
農
=
村
役
人
の
動
向

が
、
幕
藩
制
支
配
の
根
幹
で
あ
る
村
請
制
を
動
揺
・
解
体
さ
せ
つ
つ
、

「
小
百
姓
」
　
の
維
持
に
執
着
す
る
貧
農
層
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
強

調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
豪
農
層
の
世
直
し
層
へ

の
「
決
定
的
対
立
・
反
逆
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

さ
ら
に
藩
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
「
共
生
」
　
関
係
一
般
で
は
な

く
、
対
立
(
「
幕
藩
権
力
よ
り
背
離
す
る
」
)
　
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を

も
意
味
す
る
。
幕
藩
制
の
解
体
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
以
上
の
よ
う

な
豪
農
層
の
動
向
を
ふ
ま
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)
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Dominion for the Farming Villages and f'Gonoes"

in the End of the Shogunal Regime

by Tomihiro Nakayama

It was a characteristic in the late of Shogunal period in Hiroshima-han to maintain

and fortify a policy which put a restraint on the peasants' activity. Through that

time "Gonoes"= village officials went to show noteworthy trends which are

(1) They graduallyamassed large portions of land in confrontation with an above-

mentioned policy.
(2) They demanded an increase in their salaries which also resulted in a confron-

tation with han's power.
These two factors not only caused a determining conflict with Yonaoshi class but

with han as welL

A Study of "Cheh-tung" Irrigation in the Late
Ming Dynasty -,-å  å å 

. by Akira Morita .

This paper studies the realities and charge of irrigation ponds at cheh-tung districts

and the social subjects concerning the water supply in the Late Ming Dynasty centering

around chu-chi districts in shao-hsing. In this districts the irrigation ponds provided

along the shore of huan-chiang combined the irrigation of the basin with the im-

pounded function ready for overflowing. But in the Late Ming Dynasty many of these

irrigation ponds progressed hu-tienzation by the infringement of influential persons.

It resulted in the loss of the irrigation ponds' impounded function and the over-

flowing of downstream districts. Liu-Kuang-Hu as chih-hsien planned reorganization

of management system by the text.
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