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幕
末
・
明
治
初
年
に
お
け
る

在
町
商
人
の
土
地
所
有
に
つ
い
て

.
勝

人

一
は
　
じ
　
め
.
に

芸
僻
地
方
に
お
け
る
地
主
経
営
に
つ
い
て
の
訂
究
は
比
較
的
多
く
の
成
果
を

得
て
い
る
と
い
え
る
。
就
中
、
賀
茂
郡
農
村
地
帯
を
対
象
に
し
た
滝
の
が
多
く
、

下
黒
瀬
村
土
居
家
を
は
じ
め
、
郷
村
有
田
家
、
書
川
村
竹
内
腐
、
上
保
田
村
平
只

家
、
菅
田
村
菅
田
家
等
の
経
営
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
,
曾
そ
の
際
の
問
題

関
心
は
、
の
富
晨
経
営
の
展
開
な
い
し
縮
少
に
一
つ
い
て
、
は
村
方
地
主
の
性
格
に

つ
い
て
、
川
高
利
貸
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
川
「
世
直
し
」
状
況
下
の
階
級

配
龍
を
め
ぐ
っ
て
、
等
で
あ
る
。
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
在
町
に
お
け
る
商
人
の
土

地
所
有
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
芸
州
賀

茂
郡
竹
原
下
市
に
お
い
て
春
水
㍉
春
風
・
沓
坪
或
い
は
春
水
炒
子
山
陽
ら
の
文
化

人
を
輩
出
し
た
頗
家
を
対
象
と
与
そ
の
土
地
所
有
の
展
開
、
地
主
・
小
作
関
係

の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
、
地
主
制
形
成
期
の
問
題
と
し
て
位
匿
付
け
て
み
た
ー

い
。
同
家
は
、
春
水
ら
の
父
享
翁
以
前
は
竹
原
地
方
に
お
け
る
一
介
の
中
小
商
人

に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
幕
末
・
明
治
初
年
を
経
る
ま
で
に
耕
宅
地
・
塩
田
を
所
有
、

し
.
酒
造
業
を
営
み
、
明
治
二
〇
年
代
に
は
耕
地
二
〇
町
歩
・
塩
田
一
二
軒
を
所

有
す
る
有
数
の
資
産
家
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
の
問
題
関
心
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
ぶ
宣
こ
と
に

す
る
。
現
在
、
幕
末
・
明
治
初
年
は
「
世
直
し
」
状
況
期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

豪
放
対
半
プ
ロ
の
副
次
的
矛
盾
の
激
化
が
広
汎
に
展
開
し
、
硫
主
対
良
民
の
基
本

矛
盾
を
激
化
せ
七
め
雪
と
説
か
れ
て
い
る
。
在
町
に
お
け
る
頼
家
の
如
き
出
自

を
持
つ
も
の
は
豪
凸
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
や
は
り
半
プ
1
層
に
対
噂
し
、

結
局
地
主
的
土
地
所
有
を
展
関
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
吏
た
、
こ
け
時
期
を
経
済

過
程
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
本
源
的
蓄
積
の
一
過
程
で
も
あ

り
㍉
天
保
期
以
降
に
甘
け
る
豪
農
層
の
生
産
者
的
側
面
の
停
滞
な
い
し
縮
少
1
線

生
化
は
、
結
局
共
同
体
規
制
に
媒
介
さ
れ
た
零
細
錯
圃
経
営
を
脱
存
七
た
ま
ま
い

農
民
的
余
剰
を
高
縮
小
作
料
と
し
て
袋
机
す
る
体
側
を
つ
く
り
だ
し
た
わ
け
で
あ

る
4
彼
ら
の
土
地
を
耕
す
小
作
魚
農
層
は
、
零
細
な
耕
地
経
営
者
た
る
側
面
を

私
拭
さ
れ
な
い
ま
ま
半
プ
ロ
レ
ク
リ
ー
ァ
ー
ト
と
し
て
潜
在
的
過
剰
労
働
力
を
形
成

す
る
。
こ
の
よ
う
な
原
晋
の
初
期
的
あ
れ
方
は
、
地
租
改
正
か
ら
紙
幣
整
数
に
至

る
間
の
原
審
脳
盛
期
の
過
程
に
も
引
き
継
が
れ
、
ひ
事
て
は
盛
事
的
半
良
奴
制
的

「
型
制
」
を
も
つ
日
本
資
本
主
義
形
成
の
届
礎
過
程
と
な
っ
.
た
。
そ
し
て
地
方
に

お
け
る
ヰ
小
商
人
も
.
ま
た
、
豪
塊
層
と
同
様
に
有
力
な
致
富
手
段
の
;
と
し
て

土
地
の
真
積
に
向
か
う
秒
で
あ
る
。

そ
ー
ト
で
頼
家
の
居
住
す
る
竹
原
下
市
に
つ
い
て
の
概
略
を
述
べ
て
お
か
ね
は
な

ら
な
悠
当
地
は
製
塩
業
を
主
た
る
産
業
と
し
、
諸
国
廻
船
と
の
取
引
計
を
そ
の

重
要
な
経
済
活
動
と
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
北
国
・
西
国
船
か
ら
米
(
恨



川
)
・
干
転
を
購
入
し
て
.
、
地
塩
を
売
却
し
、
背
後
の
員
村
に
対
し
て
は
千
席
を

売
却
し
て
薪
・
木
精
を
買
い
受
け
る
、
と
い
う
構
造
を
基
本
と
し
て
所
与
の
商
品

流
通
が
展
開
し
て
い
た
。

下
市
に
お
け
る
階
層
構
成
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
隣
村
下
野
村
お
よ
び
そ
の

他
近
隣
の
村
に
つ
い
て
は
第
一
二
嘉
の
と
お
り
で
あ
†
恕
地
租
改
正
時
の
丈
量

が
完
了
し
た
時
点
で
は
あ
る
が
、
下
野
・
高
崎
・
仁
賀
各
村
民
の
六
〇
%
が
五
反

未
済
の
土
地
所
有
で
あ
り
、
他
方
二
町
歩
以
上
所
有
者
が
約
二
～
五
%
、
そ
の
中

間
.
の
屑
が
三
五
%
前
後
と
か
な
り
な
程
度
の
土
地
所
有
分
解
の
進
行
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
を
酒
福
田
村
の
如
き
分
解
の
遅
れ
た
と
こ
ろ
を
比
較
し
て
、
有
元
正
雄

氏
は
「
竹
原
周
辺
型
」
と
い
う
分
解
の
型
を
検
出
さ
れ
て

い
,
曾
但
し
、
分
解
の
型
に
つ
い
て
よ
り
正
確
な
検
出
を

行
う
た
め
に
は
、
経
営
分
解
に
.
つ
い
て
も
勘
案
さ
れ
わ
は

な
ら
な
い
が
、
と
ま
れ
下
市
に
お
い
て
は
経
営
規
模
は
別
に
し
て
も
所
有
規
模
で

は
一
層
激
し
い
分
解
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
第
一
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
市

村
民
に
ょ
る
隣
村
下
野
村
内
で
の
土
地
所
有
が
み
ら
れ
る
が
、
多
数
の
零
細
な
出

作
と
少
数
有
力
商
人
の
貸
付
地
所
有
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
後
者
に
は
、
転
家
の
ほ
か
桐
谷
・
亀
田
家
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
下

野
村
に
と
ど
ま
ら
ず
周
辺
地
村
に
お
い
て
も
竹
原
下
市
の
有
力
商
人
が
貸
付
地
を

一
般
的
に
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
但
し
、
頼
家
の
所
有
地
は
こ
の
時
点
で
は

下
市
・
下
野
村
内
の
み
)
。

.
ま
た
、
周
辺
農
村
の
小
作
慣
行
も
あ
る
程
度
明
ち
か
匿
さ
れ
て
い
る
が
、
大
略

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
懲
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第1表　下野村における土地所有状況

人

第2表・周辺他村における土地所有状況

人

‖
納
入
小
作
料
折
の
規
模
は
お
お
む
塑
一
石
前
′

後
と
零
細
で
一
ぁ
ヶ
」
と
、
脚
複
数
地
主
、
或
い

は
複
数
小
作
人
と
の
関
係
を
も
つ
散
り
掛
り
的

関
係
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
.
用
小
作
人

の
土
地
所
有
規
模
は
五
反
未
満
が
圧
倒
的
で
あ

る
が
、
・
な
か
に
は
一
町
歩
近
い
土
地
所
有
者
で

他
人
へ
小
作
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
私
人
の
土

地
を
小
作
す
る
老
な
ど
も
い
た
と
い
受

そ
れ
で
は
頼
家
の
経
営
の
分
析
に
は
い
ろ

う
。
な
お
本
稿
で
扱
っ
た
史
料
は
特
に
注
記
し

な
い
限
り
、
.
同
家
の
大
福
帳
的
性
格
を
も
つ
『

内
簿
』
で
あ
る
。

二
　
頼
家
の
収
支
に
つ
い
て

.
経
営
の
全
体
的
な
展
望
を
得
る
た
め
に
第
ニ
.
一

表
を
用
意
し
た
。
『
内
簿
』
　
の
帳
簿
上
の
性
格
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、
か
ら
、
全
体
の
.
資
産
状
態
が
判
明
し
な
い
、
ま
た
塩
田
所
有
に
お
け
る
収
支
が
記

さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
制
約
は
あ
る
が
、
概
観
す
る
に
は
差
支
え
な
い
。

ま
ず
、
小
作
料
収
取
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
と
し
て
、
そ
の
収
入
が
全

・
.
収
入
に
占
め
る
比
率
は
年
々
の
状
況
に
よ
り
差
が
あ
る
も
の
の
、
.
だ
い
た
い
二
〇

ト
(
三
〇
%
程
度
で
あ
り
、
l
そ
の
地
位
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
筋
は
天
保
′
・
嘉
永
年
間
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
間
に
四
～
五
倍
に
増

一
大
し
て
い
る
が
、
こ
.
れ
は
米
価
高
騰
と
土
地
の
新
た
な
購
入
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。文

久
元
年
(
一
八
六
こ
ま
で
は
酒
造
業
に
ょ
る
収
入
が
大
き
な
比
率
を
占
め

d
.

て
い
-
た
が
」
翌
二
年
当
主
永
醇
の
弟
三
郎
が
分
家
す
る
際
に
酒
造
株
を
譲
渡
し
、

帳
簿
か
ら
は
そ
の
数
字
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

銀
貸
借
に
つ
い
て
、
四
か
年
を
と
り
あ
げ
て
整
理
す
れ
ば
第
四
表
の
と
お
り
と

な
る
。
各
年
と
も
額
の
う
え
か
ら
は
金
に
よ
る
貸
借
が
多
く
、
ノ
一
件
当
た
り
の
貸

l

第4表・貸借状況``　(銀換算による)

＼ ＼ 彿`　 料 ノ借　 ′′　 入

天 保 14
貫　 匁 . 貫　 匁

・178,2 85 33 ,6 40
_」畢 生迫 __ 利足入 .10,438 利足払　　 963

安 政　 2 61 ,048 113 ,6 0 1
(1855) 利足入　 -? 利足払　 2 ,048

フ⊂　ロ　フC 3 54 ,7 78 ＼　　　 23 ,5 54
(18朗) 利足入　 9 ;4 80 利足払　　　 96

~萌 ~膏 ~~す~~ 6 90,3 29 134 ,105
(1873) I利足入　 41,3 95 [利足払 14 ,354

借
顔
も
比
較
的
大
き
い
。
商
人
相
互
間
の

資
金
融
通
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
同
時
に
小
u
の
銀
・
銀
札
の
貸

し

付
も
数
多
く
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く
小
作
料

未
納
な
ど
に
対
す
る
貸
付
を
は
じ
め
と
す

.
る
零
細
良
民
へ
の
貸
付
と
考
え
ら
れ
る
。

安
政
二
年
の
負
債
状
況
が
悪
化
し
.
て
い
る

の
は
、
後
述
す
る
そ
の
前
年
の
火
災
の
故

で
あ
ろ
う
。
.

そ
の
は
か
貸
宅
に
よ
る
収
入
と
女
権
の

医
者
と
し
て
の
収
入
(
謝
依
)
が
合
わ
せ

ノ
て
ほ
ぼ
一
〇
%
前
後
を
占
め
る
。
ま
た
塩

由
か
ら
の
収
入
も
あ
る
が
、
.
明
治
七
年
ま
で
『
内
簿
』
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
。

同
家
の
『
塩
田
会
計
』
に
よ
れ
ば
塩
田
の
収
支
残
街
は
、
年
に
ま
っ
て
大
き
な
差

が
あ
る
重
の
の
ほ
ぼ
『
内
簿
』
上
の
収
入
合
計
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
ぁ
る
。

と
も
あ
れ
、
小
作
料
収
入
の
占
め
る
位
直
は
利
殖
活
動
全
般
の
な
か
で
は
さ
は

.
ど
大
き
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
夷
保
一
.
四
年
(
一
八
四
三
)
の
利
足
銀
収
入
に
は
非
常
に
大
き
な
餅
が

計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
貸
銀
に
対
す
る
利
足
だ
け
で
は
な
く
、
当

時
の
金
価
格
の
変
動
を
利
用
し
て
投
機
的
に
得
た
利
ぎ
ゃ
が
約
八
貰
含
ま
れ
て
い

る
。貿

ノ
分
.

一
金
四
百
七
拾
九
両
　
両
替
元
金

壱
貫
三
百
七
十
七
匁
ナ
ラ
シ
　
く

此
代
六
百
五
拾
九
質
五
百
八
十
三
匁
也

内
　
、

同
四
百
七
拾
九
両
　
　
囲
l
l

壱
貫
十
八
匁
四
分
七
度

代
四
百
八
拾
七
質
八
百
四
十
七
匁
壱
分
三
原

差
引
残
出
.

百
七
拾
壱
貰
七
百
三
十
五
匁
八
分
七
踵
　
軍
学

土
九
は
主
に
尾
道
で
金
を
買
い
広
島
で
売
る
の
で
あ
る
が
、
二
て
0
襟
の
宿
泊
費

・
舟
貨
な
ど
の
話
入
用
、
口
銭
お
よ
び
元
手
良
(
札
)
中
一
時
的
に
借
り
入
れ
た

銭
に
対
す
る
利
足
す
べ
て
合
わ
せ
て
五
八
肯
三
六
三
匁
七
二
を
「
持
益
」
か
ら
差

し
引
い
て
も
銀
札
一
一
三
甘
三
七
二
匁
一
五
、
盟
に
し
て
入
質
〇
九
八
匁
〇
一
が

純
益
と
し
て
手
元
に
残
さ
れ
た
わ
け
で
、
鎮
家
に
と
っ
て
十
分
な
メ
リ
ブ
ト
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
例
は
1
悪
末
・
明
治
初
年
に
も
見
ら
れ
る
。
慶
応
三
年
(
一
八

六
七
)
一
昭
月
に
突
昌
五
四
本
・
良
笛
八
〇
本
を
代
票
一
貫
五
六
四
匁
で
購
入

し
て
い
る
が
、
周
治
二
年
(
一
八
六
九
)
に
は
そ
の
一
缶
を
売
却
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
r
内
持
し
上
に
「
当
年
道
元
払
利
益
」
と
し
て
二
質
五
六
八
匁
　
(
銀
一

.

〇
甘
四
四
三
匁
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
表
に
お
い
て
同
年
の
臨
時
収
入
が

平
常
よ
l
り
襟
立
っ
て
多
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
同

家
の
経
営
の
多
面
的
性
格
を
考
え
る
う
え
で
興
味
あ
る
票
材
だ
と
い
え
よ
う
。

.
つ
ぎ
に
支
出
に
つ
い
.
て
見
て
み
よ
う
。
性
音
入
費
の
占
め
る
割
合
.
が
圧
倒
的

で
、
収
入
の
は
は
六
〇
～
八
〇
%
が
費
さ
れ
る
。
収
入
合
計
額
の
増
加
に
伴
っ
て

世
帯
入
費
も
増
加
し
て
い
.
る
が
、
第
五
表
に
よ
れ
ば
そ
の
消
費
構
造
に
根
本
的
な

変
化
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
全
体
的
に
旋
毛
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
詳
細
に
見
る
な
カ
は
、
日
用
品
の
う
ち
道
具
類
・
衣
服
、
お
よ
び
諸
雇
給
銀
の

占
め
る
割
合
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
が
価
格
の
高
崎
に

よ
る
も
の
か
量
的
に
増
大
し
て
い
る
も
の
か
は
定
孟
的
に
は
明
ら
か
に
し
・
え
な

い
。
な
お
ま
た
、
じ
つ
に
様
々
な
物
品
が
商
品
化
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
.
。
そ

の
う
ち
、
、
飯
米
の
購
入
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
が
残
る
が
、
帳
簿
上
小
作
米
の
石

当
代
価
に
比
し
て
飯
米
の
そ
れ
は
や
や
安
価
で
換
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
実
際

の
売
買
の
価
格
を
記
し
た
も
の
と
む
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
相
場

で
の
価
格
に
よ
っ
て
帳
簿
の
う
え
で
計
算
を
行
な
っ
た
札
上
の
操
作
と
考
え
る
方

が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
嘉
永
～
安
政
期
に
は
収
支
の
差
引
き
が
赤
字
を
示
し
て
い
る
。
特
に
安

政
元
年
(
一
八
五
四
)
に
は
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ
.
と
も
あ
っ
て
、
酒
造
男
で
赤

字
と
な
り
甚
し
い
欠
損
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
時
の
同
家
の
扮
況
は
つ

4
一

ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

唐
本
類
画
韻
府
其
の
外
三
十
一
史
之
類
、
皆
々
双
自
堂
に
収
蔵
仕
置
、
此
へ
火
、

一第5表　世帯費支出の内訳　　　　　　　　　　　　　　(明治12年以外は男換算による)

計

、

(注)各分類項目の内容はつぎのとおりである(表記は原史料による)。

t.食用品:飯米・麦・雑穀・たばこ,日用品:菜種;紙・燈油・ろうそく・炭・薪,

`道具・衣服,諸雇人給与:奴卑・杜康・職人・作事,その他:贈退・出府・小遼・

毎日中温
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∵
勢
延
焼
〔
其
脇
近
年
土
蔵
へ
大
切
之
香
登
旭
物
等
椀
器
道
具
杯
収
匿
申
険
虞
、

蔵
窓
土
戸
不
閑
に
相
成
鳳
供
而
案
外
火
道
通
焼
仕
丸
焼
と
相
成
申
候
、
本
宅
二

階
杯
は
天
上
の
火
を
梯
少
々
之
放
物
取
出
侯
位
之
事
に
御
座
候
、
.
酒
蔵
杯
一
段

.
に
火
勢
烈
敷
、
何
を
出
し
侯
間
合
も
無
御
座
、
九
切
灰
と
相
成
中
供
∴
…
兵

火
は
前
文
之
次
第
其
の
丸
焼
、
這
々
寒
冷
之
節
、
当
用
之
衣
類
に
困
り
供
位
之

仕
合
、
萬
々
御
憐
察
可
被
遣
供
「
・

(
二
月
二
五
日
)

こ
れ
は
兢
永
蒔
・
丈
七
(
廉
二
郎
)
が
春
水
鏑
嗣
津
庵
(
山
陽
子
)
に
宛
て
た

層
筒
で
あ
る
が
、
よ
く
そ
の
状
況
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
火

好
後
数
年
間
は
借
銀
が
増
大
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
に
も
.
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
し
、
第
三
麦
に
お
い
て
も
利
足
銀
払
小
の
鶴
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知

ら
れ
る
。

㌧
し
の
後
は
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
の
分
家
以
後
再
び
し
ば
ら
く
は
赤
字
が
続

く
が
、
慶
応
三
年
か
ら
は
は
は
黒
字
と
な
っ
て
い
る
4
　
三
郎
の
分
家
に
つ
い
て

′

も
、
、
同
家
に
あ
る
程
度
の
経
済
的
な
余
裕
が
出
て
き
た
故
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

さ
て
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
第
二
次
長
州
征
伐
が
開
始
さ
れ
た
が
、
竹
原

で
は
こ
の
翌
正
月
に
打
ち
こ
わ
し
が
お
こ
っ
て
い
を
こ
の
打
ち
こ
涼
し
に
つ
い

l

て
一
は
、
す
で
に
顕
型
.
・
豊
吼
寛
三
両
氏
が
頼
水
醇
の
日
記
・
召
悟
を
も
と
に
考

国

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

察
さ
れ
て
い
る
の
せ
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
・
従
っ
て
頼
家
の
置
か
れ
て
い
た
位
置
を

確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

慶
応
三
年
正
月
竹
原
下
市
の
難
渋
老
五
〇
〇
人
が
牢
合
を
破
壊
し
、
米
商
・
町

役
人
.
・
塩
浜
地
主
ら
富
家
一
七
軒
に
対
し
て
打
ち
こ
わ
し
を
為
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
事
態
に
対
し
て
頼
家
で
は
、
「
此
元
こ
も
酒
造
売
事
致
侠
事
故
、
色
々

ハ
Y

諸
人
悪
賊
仇
ト
見
受
侠
故
甚
心
配
也
」
と
明
確
に
自
己
の
立
場
を
認
識
し
、
そ
れ

故
に
「
段
λ
以
出
入
之
者
周
旋
防
禦
百
計
、
右
酒
銀
二
而
共
産
賄
賂
ヲ
饗
応
い
た

.
帥

し
、
遂
二
大
災
相
免
レ
、
老
人
初
皆
々
大
二
安
堵
致
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

叫

藩
か
ら
「
永
年
年
頭
御
目
見
」
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
打
ち
こ
わ
し
勢
力
を
「
乱

賊
」
祝
し
、
半
プ
ロ
層
の
攻
撃
対
象
と
重
り
う
べ
き
、
頼
家
の
社
会
的
地
位
を
看

取
し
う
る
。三

・
頼
家
の
小
作
料
収
取
に
つ
い
て

前
節
で
経
営
の
全
体
的
な
概
観
を
得
た
が
、
本
節
で
は
地
主
頼
家
の
小
作
料
収

取
が
問
題
と
な
る
。
同
家
の
所
有
地
は
全
て
貸
付
地
と
し
て
小
作
に
出
し
て
お

り
、
手
作
り
に
よ
る
富
農
的
経
営
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
第
六
表
に
お
い
て
、
作
徳
米
(
宛
米
)
・
年
貢
・
軒
家
取
分
の
推
移
を
示

し
た
。
天
保
末
～
某
永
初
年
に
お
い
て
宛
米
高
が
三
〇
石
前
後
で
あ
る
か
ら
、
土

地
面
積
は
せ
い
ぜ
い
二
⊥
ニ
町
歩
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
表
か
ら

付
加
税
を
も
含
め
た
年
貢
高
の
多
さ
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
貢
の
割
合
に
つ

い
て
も
う
少
し
ぐ
わ
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
t
よ
う
。
そ
こ
で
、
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
を
例
に
と
っ
て
み
る
な
ら
は
第
七
表
の
よ
う
に
な
る
。
石
高
に
対

す
る
免
率
は
古
地
で
は
九
六
%
、
新
開
地
で
五
七
～
八
%
で
あ
る
が
、
小
作
料
中

に
占
め
る
現
実
の
貢
租
負
担
の
割
合
で
.
は
古
地
・
新
開
地
と
も
五
〇
～
七
〇
%

(b/axl(氾)

石

2.2750

2.6378

畢
叩

1　　2

2　　2　3

揖

∵

5

2

.

5

3

、
し
′
.
.
・
.
′
-

73.1

69.7

69.0:　?

石については合計30.0877
野村は含めた数倍で須田

いる。よって実際の年貢
い-る。
字は文久2年のもの。
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第6表　小作米取分の推移串よ豆米価

作徳米I引 米序可差引
換算石
当米価

謝‥瑾

石
悪
霊
薫
恐
薫
牽
薫
事
懇

;;ヨ~~!

謂
淵
嘲
㌫
脚

封

防

約

1

0

の

1

2

的

7

6

打

9

8

割

か

7

4

1

8

4

9

6

1

の

餌

7

7

9

5

3

2

7

3

3

2

9

7

2

1

糾

l

l

l

 

l

 

l

l

 

l

l

l

l

l

1

.

1

-

3

5

3

3

5

5

2

4

4

第7表　作徳米・年貢の字別内訳(元治元年)

で
、
夫
役
未
等
の
付
加
税
を
も
加
え
る
な
ら
は
下
市
(
注
参
照
)
・
下
野
村
と
も

絹
鍼
鴇
針
試
射
絹
相
識
は
描
欝
誹
摘
録

た
り
の
小
作
料
が
二
石
前
後
か
ら
二
石
六
斗
ま
で
課
し
う
る
如
き
土
地
生
産
力
の

廿
聖
亡
を
持
っ
て
お
り
、
年
貢
の
高
さ
も
土
地
生
産
力
の
高
さ
に
対
す
る
領
主
の
掌

短
の
張
さ
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
頼
家
が
不
作
引
を
認

め
て
い
る
年
、
た
と
え
ば
嘉
永
三
年
・
慶
応
二
年
・
明
哲
一
年
の
年
貢
が
若
干
さ

え
も
引
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
当
然
同
家
の
取
分
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
不
作
引
の
認
否
は

村 -~・,~ 字 面　 積 筆数 作徳米可 弓恍 年貢砧) 差　 引 高 ¢) 免率(b忠 )

下市村 一新 ._開
: 木 新 閉

く

4反

1 _

3

石　　 石
1.3∝沿

4.9∝沿

5 .7∝氾0 .4119

石
) ふ 4

一石

2.2826

石
巨 310

% ・障 ・2

、ノ

∴ 多井新開 1 2 .9730 2.727 5.17051　 57.5

. 榎町出~ロ 4 9 .1∝氾 ・1 4.8484 4 .2516 　5.0295 96.4

古 庭 田 1反2 畝
21歩 1 3.お∞ 2.4486 0.9014 ・2.封(泊

~ウ

96.4

?

下野村 ~大　 方

沖・　 田

秋 井・田

l

4 反2 畝

・3

3

3

4.5524

5.0938

7 .4996

ji誌4菜; 巨 3

. 田ノ浦田 1反 1 2・1(彗 0・1(加

合 .~　　　 計 ? 20 43.5958
Io .5119

「

30.0877
(志賀) 12.9962

! ? ! ? ` -

l
(注)下市村の年貢には付加税(夫役米・新開水廻銀等)が含まれていない机その計2.8967

.石中に含まれる。なおそれ故に.(b/axl(氾)では下市村は付加税を含めないで,下

`墓先品急露語憺笠宗糟賢哲電忘警管吉?8・名賀恕ごても引米を知られて

牒撮轟㌫耀競晋釦器翳訟績箭鮨終刊霜



1β一一

一
層
厳
し
い
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
地
主
対
小
作
人
の
対
抗
・
矛
盾
は

よ
り
一
層
倍
加
さ
れ
た
も
の
に
な
l
る
。

さ
て
第
二
に
、
第
七
表
か
ら
一
筆
当
た
り
の
面
積
を
計
算
す
れ
ば
、
判
明
す
る

限
り
で
は
約
一
反
、
預
け
高
で
い
え
ば
二
石
奈
で
あ
る
。
な
か
に
は
多
井
新
開
の
よ

う
に
一
筆
玉
石
七
斗
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
二
石
前
後
の
零
瀾
な
地
片

で
あ
る
。
ま
た
小
作
人
の
預
り
高
の
規
模
を
示
せ
ば
第
八
表
の
と
お
り
で
あ
る

が
・
や
は
㌢
一
一
～
三
石
の
者
が
中
心
と
い
え
る
。
農
村
部
、
た
と
え
ば
畑
中
誠
治
氏

d
り

が
分
析
さ
れ
た
有
田
熟
と
も
似
た
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
た
だ
一
石
未
満
の
者
が

ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
.
一
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の

か
は
判
明
し
な
い
。
な
お
、
五
石
以
上
の
者
は
後
述
す
る
よ
う
に
作
人
の
交
代
が

比
校
的
よ
く
見
ら
れ
る
の
七
、
年
に
よ
っ
て
様
相
を
異
に
す
る
が
最
高
で
も
八
石

・
程
度
で
あ
る
。
史
料
的
制
約
か
ら

家
族
労
働
力
を
放
出
・
燃
焼
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
小
作
料
収
取
の
方
法
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
当
該
の
時
期
に
お
い
て
は

定
免
制
と
検
見
制
と
が
併
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

0
文
久
元
年
(
一
八
六
一
)

一
′
(
下
市
村
)

新
開

た
と
え
ば
、

一
米
壱
石
三
斗

大
新
開

一
同
壱
石
四
斗

同
級
清

一
同
弐
石

市
右
街
門
預

よ
し
兵
衛
預

竹
松
預

第8表　小作人預り高の現模t　　(単位　人)

軒
家
小
作
人
の
階
層
・
.
経
営
規
模

な
ど
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
が

殊
念
で
あ
る
が
、
初
め
に
触
れ
た
.

よ
う
に
当
地
方
で
は
錯
綜
し
た
散

り
掛
り
的
な
地
主
・
小
作
関
係
が

展
開
し
て
い
る
の
で
、
同
家
小
作

人
は
他
の
地
主
と
も
関
係
を
有
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

d
・

下
市
に
お
け
る
塩
町
労
働
や
諸
商

事
、
或
い
は
「
昔
古
オ
下
方
女
敬

二
白
木
轟
戎
蕃
嶋
反
物
一
l
仕
立
売

国

捌
之
仕
馴
二
御
庄
肢
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
木
船
織
り
な
ど
に
、

高
壱
石
五
斗
七
升
八
合

C
壱
石
五
斗
弐
升
八
合
一
勺

外
テ
七
斗
弐
升
弐
合

高
壱
石
田
升
九
合

〔
壱
石
壱
升
五
合
入
勺

外
l
一
四
斗
三
升
九
合

…
…
…
…
(
以
下
略
)

(
マ
マ
)

下
之
村
沖
田
一
株

.
多
兵
衛
預

同
上
米

同
大
抹
半
方

菩
助
預

同
上
米

0
度
応
三
年
(
一
八
六
七
)

(
下
市
村
)

新
開

一
米
壱
石
三
斗

大
新
関

一
同
壱
石
四
斗

同
横
幕

菩
兵
衛
預

物
芸
口
預
・



-19-

一
同
弐
石
　
　
　
　
.
竹
松
預

(
下
野
付
)

同
沖
田
一
株

(
一′

同
壱
石
四
斗
三
升
四
合
弐
勺

空
、
七
斗
弐
升
弐
合

多
兵
衛
預

同
上
米

同
大
株
半
方

同
九
斗
五
升
三
合
四
勺

竺
　
四
斗
三
升
九
合

…

…

…

…

.

{

以

下

略

)

…

…

…

…

喜
助
預

同
上
米

こ
の
よ
う
に
、
各
年
一
定
折
を
納
入
す
る
著
と
勺
の
単
位
ま
で
計
算
し
て
毎
年
.

少
し
ず
つ
額
の
異
な
る
者
が
あ
り
、
前
者
は
下
市
に
、
後
者
は
下
野
村
に
そ
れ
ぞ

れ
見
ら
れ
る
。
′
た
と
え
ば
慶
応
三
年
を
例
に
と
る
と
、
下
市
村
九
筆
は
全
て
定
免

制
に
よ
り
、
下
野
村
九
筆
の
う
ち
六
筆
は
検
見
制
に
よ
る
も
切
で
あ
を
一
般
に

輪
作
な
ど
で
柏
作
を
も
行
な
う
田
地
(
湿
地
に
お
い
て
は
掻
給
田
l
)
で
は
定
免
制
、

米
作
の
み
の
凋
地
で
は
検
見
制
が
と
ら
れ
る
が
、
降
家
に
見
ら
れ
る
両
者
の
併
用

は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
示
す
と
も
亨
見
ら
れ
る
。
な
お
検
見
に
よ
る
六
筆
全
て
に

二
定
額
の
上
米
納
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

第
四
に
各
耕
地
.
に
お
れ
か
作
人
の
交
代
が
比
較
的
よ
ぺ
見
ら
れ
る
こ
せ
で
あ

る
。
先
の
文
久
元
年
と
慶
応
三
年
と
の
比
較
の
な
か
で
も
、
下
市
村
新
開
・
大
新
・

開
に
お
い
て
作
人
の
変
更
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
は
ぼ
毎
年
見
ら
一

れ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
不
作
の
年
と
そ
の
翌
年
に
か
け
て
よ
く
見
ら
れ

る
て
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
万
延
元
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
計
一
〇
件
、
同
じ
く

慶
応
二
年
は
計
三
件
、
明
治
二
年
は
計
九
件
が
湿
ら
れ
る
。
各
年
と
も
約
二
〇
筆
.

の
耕
地
で
あ
る
か
ら
、
だ
い
た
い
延
に
⊥
て
半
数
の
箇
所
に
移
動
が
あ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
第
六
表
の
と
お
り
、
天
保
末
年
の
約
二
八
石
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
問

餉

聖
絹
柚
臣
…
鍔
錮
鯛
錆
鏑
縞
…
㌶
腔
択
配

軸さ
れ
た
明
治
一
〇
年
代
後
半
の
松
方
デ
フ
レ
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
間
に
所
有
地

は
倍
増
し
て
二
〇
年
代
初
め
に
は
二
〇
町
歩
地
主
と
な
る
わ
け
で
あ
な
.

そ
こ
で
こ
の
期
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
′
。
頼
家
は
天
保
末
年
に
二
～

三
町
歩
を
所
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
土
地
所
有
は
初
発
か
ら
す
で
に
経
営
と
は
分

離
し
て
い
た
。
但
し
二
股
的
に
明
治
初
年
に
お
い
て
も
な
お
地
主
的
土
地
経
営
は

軸

安
定
性
を
も
た
ず
、
顕
家
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
年
貢

r

の
高
さ
に
見
ら
れ
る
領
主
的
規
制
の
強
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と

止
も
制
約
さ
れ
て
米
穀
市
場
な
ど
の
商
品
市
場
が
完
全
な
成
熟
を
見
て
い
な
い
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
頗
家
に
つ
い
て
い
え
ば
、
七
の
期
は
前

期
的
な
利
殖
活
動
全
体
の
な
か
で
そ
の
土
地
所
有
は
相
対
的
な
地
位
に
と
ど
ま
る

.
も
の
で
あ
っ
て
、
土
地
投
資
そ
れ
自
体
が
且
的
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

・
し
か
し
地
租
改
正
に
よ
る
私
的
土
地
所
有
の
法
認
か
ら
松
方
デ
フ
レ
.
期
に
至
る

原
著
最
盛
期
を
経
る
間
に
土
地
投
資
が
本
格
化
す
る
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
但
し
こ
の
間
に
お
い
て
も
な
お
没
落
の
危
険
性
を
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
時
期
を
切
り
抜
け
た
も
の
が
明
治
地
主
制
を
構
成
す
る
こ
と
に
な

る
。
同
時
に
こ
の
時
期
は
(
西
日
本
を
中
心
に
)
.
一
般
的
に
土
地
所
有
と
経
営
の

分
離
が
最
終
的
に
確
定
す
る
時
期
で
あ
っ
た
が
、
商
家
の
如
き
在
町
商
人
は
手
作

り
経
営
の
解
体
1
寄
生
化
と
い
う
.
バ
タ
ー
ソ
を
と
ら
ず
に
、
初
め
か
ら
寄
生
化
、

つ
ま
り
土
地
所
有
と
経
営
の
分
離
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

.
一
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ヽ
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四
.
結
び
に
か
え
て
・

1
て
ぅ
し
て
明
治
二
〇
年
代
初
頭
、
地
主
的
土
地
所
有
は
安
定
を
迎
え
る
l
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
所
有
柊
零
細
な
経
営
と
の
分
離
し
対
抗
の
う
え
に
成
立
し
て
.
い

る
故
に
、
所
有
の
拡
大
は
経
営
規
模
の
拡
大
を
も
た
ら
さ
ず
、
小
作
料
と
し
て
実

現
さ
れ
る
剰
余
は
経
営
に
遷
冗
さ
れ
る
こ
せ
な
l～
＼
新
た
な
土
地
所
有
の
拡
大
に

ふ
り
向
け
ら
れ
る
か
「
高
利
貸
金
と
し
て
経
営
主
体
=
小
作
人
へ
の
吸
着
に
向
け

ら
れ
る
。
㍉
J
の
よ
う
な
地
主
的
土
地
所
有
に
基
づ
く
人
力
ユ
ズ
.
ム
は
、
結
局
内
部

的
に
は
少
し
も
変
革
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
廃
藩
置
県
か
ら
地
租
改
正
の

変
革
の
過
程
で
領
有
制
が
解
体
さ
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
も
私
的
所
有
の
う
え
に

立
脚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
資
本
制
的
関
係
の
亙
か
に
置
か
れ
う
る
条
件
が
撃
見
ら

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
結
局
農
業
経
営
に
お
け
る
内
部
的
変
革
が
見
ら
れ
な
い
ま

ま
、
明
治
三
〇
年
代
に
登
っ
て
地
主
制
と
い
う
体
制
を
通
じ
て
資
本
主
義
的
ウ
ク

ラ
ー
ド
と
結
合
す
る
方
向
の
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

'
l

土
居
家
に
つ
い
て
は
、
後
藤
陽
一
「
一
九
世
紀
山
陽
筋
農
村
に
お
け
る
富

農
経
営
の
性
格
」
(
『
史
学
研
究
』
六
三
-
七
)
、
ま
た
最
近
　
【
安
芸
国
土
井

家
作
帳
の
研
究
』
と
し
て
一
冊
晶
ま
と
め
ら
.
れ
て
い
る
。
有
田
家
に
つ
い
て

は
畑
中
誠
治
「
幕
末
期
稲
作
農
村
に
お
け
る
地
主
経
営
の
性
格
」
(
『
史
学
研
・

究
三
〇
周
年
記
念
論
叢
』
所
収
)
、
星
野
英
一
「
幕
末
期
農
村
芯
お
け
る
高

利
貸
経
営
に
つ
い
て
」
　
(
『
社
会
科
研
究
』
一
〇
)
。
竹
内
家
に
つ
い
て
は
豊

田
寛
三
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
「
支
配
」
と
階
級
関
係
」
(
『
歴
史
に
お

け
る
国
家
権
力
と
人
民
闘
争
し
所
収
)
、
平
賀
・
菅
田
両
家
に
つ
い
て
は
藤

本
清
二
郎
「
幕
末
期
芸
州
に
お
け
る
地
主
経
営
の
性
格
」
H
、
⇔
　
(
コ
云
府

地
方
史
研
究
』
九
九
二
〇
三
)
・
等
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
他
に
畑
中
誠
治

「
危
機
の
深
化
と
諸
階
層
の
対
応
」
一
(
『
講
座
日
本
史
』
4
所
収
)
、
小
川
国

治
「
近
世
後
期
瀬
戸
内
農
村
に
お
け
る
　
『
農
民
的
土
地
所
有
』
　
の
進
展
」

(
『
芸
傭
地
方
史
研
究
』
六
九
・
七
〇
)
も
併
せ
参
照
の
こ
と
。

は
　
明
治
期
の
頼
家
を
扱
っ
た
も
の
に
、
宥
元
正
雄
「
日
本
資
本
主
義
発
達
に

お
け
る
資
本
形
成
の
一
側
面
」
(
『
広
島
商
大
論
集
』
一
一
」
一
)
が
あ
る
。

ま
た
渡
辺
則
文
『
日
本
塩
業
史
研
究
』
第
Ⅲ
部
第
二
章
第
五
節
も
参
照
の
こ

と
e

川
　
こ
こ
で
は
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
論
』
二
八
六
～
九
頁
の
理
解
に
従

っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
天
保
期
の
挫
折
を
認
め
な
が
ら
も
そ
れ
を
封
建
反
動

一

の
所
産
と
み
な
し
、
以
後
な
お
も
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
が
続
く
と
す
る
大

石
訂
一
郎
「
明
治
維
新
と
階
級
闘
争
(
と
く
に
農
民
闘
争
)
」
(
r
歴
史
学
研

究
し
三
三
九
)
な
ど
や
、
幕
末
期
幾
内
に
お
い
て
富
農
的
小
作
経
営
の
存
在

を
主
張
し
農
民
層
分
解
に
つ
い
て
佐
々
木
氏
と
は
異
な
っ
た
理
解
を
示
す
中

村
哲
『
明
治
維
新
の
基
礎
構
造
』
な
ど
の
説
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
定
説
と

は
言
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
中
村
氏
右
害
の
な
か
で
も
、
一
八
三
〇
年
代
(

天
保
期
)
前
後
を
境
と
す
る
手
作
り
経
営
紹
小
1
寄
生
化
へ
の
転
換
が
述
べ

ら
れ
.
(
た
と
え
ば
四
一
〇
～
一
頁
)
、
ま
た
賀
茂
郡
土
居
・
有
田
・
平
賀
・

菅
田
各
家
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
時
期
に
同
様
の
事
態
が
見
ろ
れ
る
(
注

目
各
論
文
)
。
故
に
一
応
の
目
処
を
天
保
期
に
お
く
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
姦
お
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
含
ま
れ
る
。
.
;
は
そ
の
転

換
を
促
し
た
と
こ
ろ
の
天
保
期
に
お
け
ら
経
済
発
展
或
い
は
市
場
の
性
格
を

ど
う
理
解
す
る
か
、
で
あ
り
、
二
つ
は
手
作
り
経
営
が
そ
の
任
官
全
体
の
な

か
で
ど
の
よ
う
な
定
義
を
も
つ
か
で
そ
の
類
型
区
分
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ

と
、
で
あ
る
。
以
後
の
蛮
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お

.
『
日
本
史
研
究
入
門
』
Ⅳ
第
六
章
参
照
。
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°
0

竹
原
下
市
に
つ
い
て
は
圧
に
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い

て
も
r
竹
原
市
史
」
　
(
以
下
『
市
史
』
)
全
五
巻
、
渡
辺
則
文
「
近
世
在
郷

町
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
(
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
一
)
▼
お
よ
び

前
掲
書
な
ど
の
記
述
に
負
っ
た
。

右
元
正
放
「
明
治
期
に
お
け
る
竹
原
周
辺
の
農
村
構
造
」
(
『
市
史
し
第
二

巷
所
収
)
第
一
九
・
二
三
・
二
七
・
二
八
・
三
一
表
に
よ
る
。

同
右
四
七
一
頁
。

.
同
右
四
三
八
～
四
〇
頁
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

春
風
館
所
蔵
文
書
。
な
お
参
考
ま
で
に
同
家
略
系
図
を
示
し
て
お
こ
う
(

光
本
鳳
伏
r
山
陽
先
生
の
出
光
』
に
よ
る
)
。

∧
Y

角
u
r

9000的dJl
血
u

え
じ
ゃ
な
い
か
と
(
『
同
右
』
七
六
)
。

転
成
〓
別
掲
論
文
二
見
。
・

l
同
右
二
二
頁
注
は
。

『
市
史
』
第
一
巻
第
五
章
。

畑
中
誠
治
訃
掲
論
文
。
)

.
『
市
史
』
第
一
巻
第
六
章
、
同
第
二
巻
中
部
よ
し
子
「
近
世
前
期
に
お
け

る
竹
原
製
塩
業
の
成
立
と
発
展
」
二
六
七
～
七
二
頁
。

ー
香
坪

=尚薔
l平家

文
久
二
年
分
家

ー
三
郎
=
H
H
H
J
。
斗
鷹
二
郎

事
　
翁
-
1
-

(
又
十
郎
惟
活
)

壷

h

欝↑
1

.
日
H
H
H
丑
権
二
郎

ー
廠
二
ヱ
1

ニ

贋
二
郎

俊
直↑

-
永
繹
-
平
格
け
俊
直

1

春

水

「

山

陽

-

津

庵

(9)0譲的　　叫00

頼
家
の
塩
田
所
有
は
文
化
六
年
か
ら
で
あ
る
が
　
(
渡
辺
氏
前
掲
書
二
三
七

頁
)
、
そ
の
収
支
に
つ
い
て
は
天
保
年
間
か
ら
の
　
『
塩
田
会
計
』
が
残
さ
れ

て
い
る
。

前
掲
『
山
陽
先
生
の
幽
光
』
に
よ
る
。
.
注
の
参
照
。
.

同
家
慶
応
三
年
『
偲
分
講
和
帳
』
。
但
し
こ
れ
だ
け
多
額
の
資
金
を
ど
の

よ
う
に
し
て
調
達
し
え
た
か
は
判
明
し
な
い
。

前
掲
r
幽
光
』
五
入
～
九
頁
。
.

豊
田
寛
三
　
コ
慶
応
三
年
竹
原
下
市
打
こ
わ
し
』
に
つ
い
て
」
　
(
『
芸
傭
地

方
史
研
究
し
七
三
)
、
蹟
叔
l
「
慶
応
三
年
竹
原
下
市
『
打
こ
わ
し
』
と
『
え

L
P

0
9
同
右
第
四
巻
三
二
二
頁
、
史
料
番
号
三
五
二
。

印
そ
の
増
加
は
購
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぽ
っ
ぎ
の
よ
う
な
金
銀
貸

借
に
基
づ
く
と
こ
.
ろ
の
購
入
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

.
(
元
治
元
年
)

金
廿
五
両
二
朱
永
一
匁
四
分
九
厘
杜
三
百
二
拾
匁
取
替

〆
金
ニ
シ
テ
廿
九
両
二
歩
永
五
匁
八
分
六
厘
一

′

l
店
次
助

琵
人
才
助

内
三
拾
両
田
之
浦
口
田
地
一
反
買
受

(
マ
マ
)

但
取
替
銀
利
銀
ま
け
替
ス
先
方
申
出
付
相
買
受
田
地
嘉
地
子
米
当
年
オ

此
方
へ
取
・

指
引
一
歩
三
朱
永
三
分
九
厘
t
過
、

治
助
へ
直
二
相
渡
シ
…
…

佃
有
元
正
雄
前
掲
「
資
本
形
成
の
一
側
面
」
九
七
頁
。

㊥
小
川
国
治
前
掲
論
文
二
四
～
五
頁
。

(
骨
記
)

小
稿
は
一
九
七
六
年
七
月
の
芸
史
大
会
で
石
な
っ
た
望
ロ
を
全
面
的
に
ま
と

め
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
改
稿
が
遅
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
私

の
怠
慢
で
あ
る
。

な
お
成
稿
か
ら
改
稿
に
至
る
ま
で
、
広
島
大
学
文
学
部
粛
元
正
雄
先
生
に

懇
切
な
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
。
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
「




