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鍬

雑

徳
川
時
代
。
漁
民
騒
動

て
、
水
産
物
の
需
要
は
今
日
白
如
く
多
大
で
左
く
、

叉
交
通
機

欄
の
不
備
左
り
し
結
果
、
新
鮮
を
必
要
と
す
る
水
産
物
は
到
底

-， 

之
主
政
十
唱
の
建
隔
地
に
輪
迭
す
る
事
ず
ら
不
可
能
で
あ
っ

た
。
従
て
大
且
軍
需
要
・
と
し
て
現
は
る
A
水
産
物
は
概
ね
乾
物
に

さ
れ
た
海
草
類
角
川
H
叉
は
捜
魚
類
に
し
て
、
生
魚
心
販
路
は
極

め
て
狭
小
の
も
の
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
か
く
の
如
き
事
情
は
経

済
力
の
乏
し
き
漁
民
の
設
展
を
阻
害
し
、
且
つ
漁
業
が
開
始
産

業
で
あ
り
乍
ら
、
農
業
の
如
宮
山
給
自
足
の
経
消
を
皆
む
事
能

は
ざ
る
の
性
質
を
有
し
、
そ
の
生
産
物
の
版
貸
上
前
人
K
侍
存

す
る
事
大
な
る
が
故
に
、
漁
民
は
枇
曾
的
に
も
経
済
的
に
も
他

白
被
治
者
階
殺
よ
り
も
一
居
不
利
去
る
境
遇
に
沈
倫
せ
ざ
る
を

得
た
か
っ
た
。

右
の
如
く
徳
川
時
代
の
漁
民
は
常
に
不
遇
の
地
位
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
漁
民
が
圏
結
し
て
身
分
的
支
配
者
た
る
武
士

叉
は
経
済
的
支
配
者
た
る
宮
家
町
人
に
封
し
て
反
抗
辺
助
を
左

ず
に
至
る
べ
き
は
岱
然
の
事
柄
の
如
く
で
あ
る
が
、
之
を
隠
奥

の
事
賞
に
つ
き
て
見
る
に
、
漁
民
の
反
抗
運
動
は
比
較
的
に
少

い
の
で
あ
る
。
柑
々
の
記
録
jp
見
は
れ
た
る
漁
民
騒
動
主
い
へ

第
二
十
六
巻

策

強

= 
λ. 

冒

占，、

ぱ
、
犬
抵
漁
村
の
阿
に
が
、
け
る
漁
区
の
争
奪
問
題
に
し
て
枚
事

に
迫
た
き
棋
で
あ
る
。
併
し
之
は
良
民
が
村
山
入
相
閥
係
又
は

境
界
に
つ
き
て
騒
擾
せ
る
主
そ
の
性
質
主
同
う
し
、
必
し
も
身

会
的
支
配
の
行
は
る
i
A

封
建
一
拡
命
日
に
同
有
の
も
の
で
は
な
く
、

今
日
白
如
き
枇
舎
に
於
て
も
亦
組
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
拡
が

特
に
徳
川
時
代
白
漁
民
騒
動
主
辿
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、

h
く

の
如
き
漁
川
崎
聞
の
騒
動
で
は
な
く
、
身
分
的
被
支
配
者
た
る
漁

民
が
、
支
配
者
た
る
武
士
の
統
制
に
反
抗
す
る
阿
川
白
封
建
一
位
曾

に
同
有
な
る
反
抗
駿
州
・
と
し
て
の
尚
氏
隣
別
で
あ
る
o
而
し
て

余
は
己
白
種
の
騒
動
は
、
原
始
産
業
に
従
事
す
る
階
級
者
の
反

抗
運
動
た
る
を
以
て
、
従
来
百
姓
一
授
の
中
に
合
め
て
研
究
し

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
之
は
種
々
の
賄
に
於
て
多
少
百
姓

一
投
と
は
性
質
聖
典
に
す
る
も
の
あ
る
が
放
に
、
本
文
K
於
て

は
漁
民
騒
動
の
み
を
例
示
し
て
少
し
く
そ
の
特
徴
主
読
越
し
ょ

う
L

と
思
ム
。

漁
民
騒
動
の
事
例

余
が
百
姓
一
撲
の
事
例
を
調
官
軍
せ
る
聞
に
見
出
し
た
る
漁
民

騒
動
の
事
例
は
次
の
八
件
に
す
ぎ
た
い
が
、
併
し
そ
の
調
査
の

......・



純
闘
が
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
・
な
ら
や
、
史
咽
且
の
探
索
が
充

分
で
あ
る
!
と
は
い
へ
た
い
。
従
て
、
之
等
の
事
例
が
徳
川
時
代

の
漁
民
騒
動
を
つ
く
せ
る
も
の
で
は
た
く
、
山
阿
ほ
他
に
之
に
類

す
る
も
の
が
少
〈
-
な
い
で
あ
ら
う
。

ー(
 

正
保
一
元
年
こ
六
四
四
年
)
五
月

越
前
図
丹
生
郡
米
ケ

白首

米
ケ
械
の
一
事
件
は
砕
て
本
誌
第
二
十
四
巻
一
一
蹴
に
於
て
、
徳

川
時
代
の
逃
放
の
一
例
と
し
て
列
胤
帯
し
た
も
の
で
あ
る
。
米
ケ

浦
の
住
民
は
全
部
漁
民
で
は
左
く
、
牛
山
時
半
漁
で
あ
世
っ
ち
し

ぃ
。
従
て
と
の
事
件
を
漁
民
騒
動
の
中
に
加
へ
る
の
は
或
は
失

営
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
地
理
的
事
情
よ
り
推
論
し

て
、
之
を
漁
民
同
制
動
主
珊
固
定
し
た
次
第
で
あ
る
。
帥
ち
米
ケ
浦

D
u
住
民
は
、
正
保
元
中
年
五
月
庄
屋
一
人
主
け
居
建
り
、
他
は

全
部
百
六
人
般
に
て
山
川
奔
し
、
行
方
不
明
児
た
っ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
が
、
落
常
局
は
方
々
を
探
索
し
た
結
果
、

翠
二
年
三
月
に

五
つ
て
初
め
て
、
そ
れ
が
越
後
新
潟
忙
逃
散
せ
る
蔀
が
分
り
、

之
を
召
還
し
、
そ
の
首
謀
者
を
入
牢
せ
し
め
た
主
い
ム
事
件
で

あ
る
。
奇
抜
た
る
逃
散
と
し
て
史
家
の
よ
く
引
設
す
る
も
の
で

雑

録

他
川
時
代
山
漁
民
騒
動

あ
る
。
尚
ほ
小
野
武
夫
博
士
の
農
村
枇
合
史
論
議
に
於
て
は
、

軍
保
二
年
に
と
心
事
件
が
護
生
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る

が
、
之
は
事
件
記
械
の
時
日
主
税
制
併
せ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。

)
 

2

明
和
五
年
(
一
七
六
八
年
)
九
月
北
海
道
松
時
制
踊
山

松
前
領
内
に
於
て
は
農
業
は
極
め
て
僅
か
に
行
は
れ
た
る
に

止
り
、
モ
の
住
民
は
多
く
漁
業
に
従
事
す
る
か
、
叉
は
水
産
物

の
貿
易
を
純
賛
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
松
前
恨
の
財
政
収
入

は
主
'
と
し
て
水
産
物
に
封
す
る
課
税
で
あ
っ
た
。
常
時
各
大
名

が
財
政
的
に
非
常
に
窮
乏
し
て
ゐ
た
に
拘
は
ら
中
、
地
悩
白
松

前
舗
が
富
裕
を
以
て
問
え
た
の
は
、
松
前
氏
が
米
穀
の
代
り
に

金
銭
を
租
税
と
し
て
徴
収
し
得
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
之
と
同

時
に
、
他
藩
に
於
て
農
民
が
武
士
の
訟
求
に
苦
し
み
、
反
抗
勤

動
を
注
し
つ
L
A

あ
る
川
に
、
松
前
に
於
て
は
品
川
氏
の
反
抗
町
辿
lb

が
し
ば

f
I愛
生
し
た
。

己
に
明
和
三
年
八
月
に
江
差
地
方
に
時
て
山
林
伐
採
に
闘
し

農
民
が
駆
動
し
た
事
が
あ
っ
た
が
、
川
和
五
年
札
月
に
五
り
、

踊
山
地
方
の
漁
民
が
騒
動
し
た
。
元
来
松
前
の
海
産
物
は
之
を

乾
物
叉
は
控
物
と
し
て
各
地
に
輪
出
し
、

訓
怖
に
大
坂
及
び
長
崎

第
二
十
六
容

占，、

一

第

抗

ブL

耐m~.史部二世田tコブミ頁

小野武夫氏、豊村祉合虫論鵠へ八百2) 
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雑

総

徳
川
時
代
自
漁
民
騒
動

へ
の
輪
出
は
英
大
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
藩
に
於
て
は
一
一
極

の
専
一
買
仕
訟
を
行
び
、
種
々
の
合
所
宇
一
設
立
し
て
之
を
統
制
し

た
。
支
那
向
輪
山
品
に
し
て
長
崎
へ
輪
治
せ
ら
る
L

も
も
の
に
つ

き
で
は
長
崎
依
物
台
所
が
あ
っ
た
o

而
し
て
逃
が
事
政
を
行
ム

結
果
は
、
抽
出
民
は
安
倒
に
で
そ
の
一
生
産
品
を
民
日
上
げ
ら
れ
る

む
で
、
漁
民
は
弧
ね
て
よ
り
之
が
不
世
を
た
ら
し
て
加
た
が

遂
に
と
の
年
不
漁
を
瑚
山
主
し
て
二
問
主
起
し
、
飽
突
傭
兵
衛

た
る
も
の
が
首
謀
者
'
と
な
り
て
、
長
崎
依
物
曾
別
に
干
飽
代
の

引
上
及
び
そ
の
支
捌
を
要
求
し
た
o

然
る
忙
悼
兵
衛
は
後
に
藩

政
府
に
到
す
る
態
度
を
縫
じ
、
漁
民
が
窮
乏
の
借
り
依
物
合
所

に
劃
し
て
漁
民
一
人
に
つ
き
米
二
俵
牛
金
三
時
抵
の
貸
興
を
荷

願
せ
ん
主
す
る
に
方
り
て
、
停
兵
衛
は
藩
に
川
氏
収
せ
ら
れ
た
る

に
や
、
と
の
騒
動
に
加
は
ち
た
か
っ
た
。
漁
民
等
之
を
怒
り
、

=
一
百
依
人
棋
を
組
ん
で
稲
山
に
集
合
し
、
停
兵
衛
の
居
宅
を
破

却
し
た
。
そ
の
後
の
始
末
に
つ
き
で
は
之
を
明
か
に
し
友
い
。

8

明
和
六
年
(
一
七
六
九
年
)
冬
讃
岐
図
拙
飽
島

摺
飽
品
は
備
前
L
C
讃
岐
之
の
中
間
に
あ
り
て
丸
組
舗
に
嵐

ナ
。
幕
政
初
期
に
は
そ
の
所
踊
問
題
に
つ
き
て
物
議
あ
り
し

第
二
十
六
巻

第

秘

，、
回

日
四

O

も
、
安
堵
般
を
安
附
し
て
丸
組
落
治
下
に
ゐ
い
た
。
併
し
そ
の

後
も
ぬ
阪
問
題
に
つ
き
て
し
ば

f
、
紛
争
密
生
じ
て
ゐ
た
。
か

〈
の
如
く
多
年
紛
争
の
渦
中
に
布
り
し
漁
民
は
、
と
か
く
そ
の

人
気
が
荒
み
叉
昔
上
り
由
緒
あ
る
の
故
を
以
て
一
一
担
。
格
式
を

有
L
、
事
ι刊
に
武
士
陪
級
忙
反
抗
す
る
の
形
勢
に
あ
っ
た
。
之

は
、
明
治

-E干
に
も
騒
動
の
あ
っ
た
時
の
事
怖
に
徴
し
で
も
明

か
で
あ
る
。
明
和
六
年
多
忙
起
っ
た
漁
民
騒
訓
は
如
何
た
石
原

囚
に
基
く
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
〈
漁
師
問
閣
に
閥
聯

す
る
も
の
止
思
は
れ
る
。
と
の
腿
動
は
徐
科
県
大
で
あ
っ
た
と

迄見
松 (4)tll え
前 兵て
1~1 安し
IC 永 t<:. 岡
於八 Jレ UI
て 年 い 落
は 〈 ム の
漁 τ 。，)lln 
#Jf!l μ 吉
七件

議 去 誇
金 :ど-
E 五 ι
賦 H 仙I
a* J-. 
f 松る
る前 n 
耳f.l1 め
を茅 に
1)担I剖l
別下
左許l
しチ|

て
居
る
り
に
、
課
税
に
つ
き
て
佐
々
不
公
平
の
事
が
あ
っ
た
。

帥
ち
茅
部
地
方
の
漁
民
の
あ
る
も
の
は
私
か
に
弛
枕
さ
れ
て
ゐ

る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
従
来
正
直
に
納
枕
し
て
ゐ
た
も
の
は

之
を
不
協
主
し
、

一
様
に
免
枕
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
、

に
地
ペ
た
る
が
如
く
、
松
崎
蕃
が
重
要
海
産
物
の
事
貨
を
を
し

叉
己

北i毎濫生態-@三0--頁

吉備陣故

3) 

4) 
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て
漁
民
E

M
盟
迫
せ
し
を
以
て
、
之
が
股
止
を
要
求
し
、
殊
に
長

附
依
物
品
布
一
千
到
に
反
封
し
て
起
っ
た
。
五
月
卜
九
日
漁
民

↓
一
一
百
徐
人
組
川
村
に
五
り
、
附
近
の
民
主
糾
合
し
て
五
百
除

人
が
箱
舘
に
押
し
ょ
せ
、
組
問
奉
行
に
強
訴
し
た
。
組
川
奉
行

は
桃
山
V
白
策
と
し
て
漁
民
の
要
求
を
容
れ
て
一
撲
を
川
地
放
せ
し

め
た
る
も
、
七
月
比
五
り
村
克
を
し
て
人
民
を
取
調
べ
し
め
一
、

前
の
許
可
を
取
泊
し
、
勉
川
奉
行
は
龍
兎
せ
ら
れ
た
。
日
魁
市

民て純 事三
のは車イド己 (5)"1'- J:l11 

警の 白ぐw札漁・ X Oij)文
4也上~ !~ f突 flf] 1-7 
のと ーは Jc は
事百 倹漁ミ 遁
件 姓 で師三 JE 
にとは計工 し

ょヒはt:r. b ーー たL ~Ij し今 'C' '、 古Z
て々由、は ζ: 、

追白、 た 1;: 他
か行 賞〈十 の
にlltIJ際百)J 人
多をの姓 .L~ 
披と:i1正も近 は
でつ Wh -.江前
あて を緒凶 せ
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由通 り T ぁ R町、 tL 
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叉首 て し
之漁つ 、 て

を
漁
民
隣
動
と
し
て
例
示
す
る
弐
第
で
あ
る
o

常
時
膳
所
維
は

本
多
兵
部
大
輔
康
械
の
所
側
に
民
L
紘
一
両
六
高
石
に
し
て
、
琵

琶
湖
主
持
え
肥
地
主
擁
し
た
る
も
、
他
藩
'
と
同
じ
く
財
政
極
度

K
窮
乏
し
て
ゐ
た
。
制
民
主
株
求
す
る
付
れ
ど
も
、
制
民
も
負

雑

量i!k

仙
阿
川
時
代
自
由
民
騒
動

推
力
主
失
ひ
、

責
租
は
常
に
未
進
主
た
る
有
様
で
あ
っ
た
o

然

る
に
昔
時
側
、
主
は
参
観
交
持
の
怨
め
江
戸
に
布
り
て
政
治
を
け
拍

ぎ
る
の
み
た
ら
や
、
財
用
多
吉
を
加
へ
た
る
を
以
て
、
.
切
守
の

役
人
は
そ
の
禰
縫
策
と
し
て
、
替
市
消
の
未
迭
を
完
納
す
べ
き
を

命
じ
、
且
つ
漁
師
の
運
上
を
倍
加
し
て
年
銀
三

f
枚
E
六
十
枚

と
し
、
百
姓
の
年
賀
は
一
石
に
つ
ま
銀
五
分
五

M
宛
を
別
納
せ

し
む
る
事
と
し
た
。
農
民
は
そ
の
負
推
に
耐
え
や
、
貢
祖
哨
謀

。
立
案
者
及
び
智
守
白
役
人
を
叩
刻
す
べ
く
辿
っ
て
担
許
す
る

に
至
っ
た

Q

と
の
時
漁
師
千
八
百
徐
人
は
川
棚
除
占
し
て
栄
作

方
闘
に
押
し
ょ
せ
、
更
に
百
姓
主
合
し
武
士
の
間
め
を
抜
い
て

膳
所
の
城
下
に
浸
入
し
、
出
張
中
及
び
町
人
の
家
宅

E
破
壊
し
、

城
門
に
鋭
入
し
た
。
間
老
殺
松
四
郎
兵
衛
は
一
一
伐
の
頭
取
在
肱

接
し
た
。

一
撲
が
不
漁
不
作
主
動
機
・
と
し
て
賀
組
重
課
に
反
釘

す
る
も
の
た
る
止
、
事
態
容
易
な
ら
ざ
る
E

と
よ
む
し
て
、
彼
は

一
般
の
要
求
を
入
れ
た
。
併
し
彼
ら
首
謀
者
は
糊
刑
に
鹿
せ
ら

れ
と (6 )た
庄》。
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雑

銑

徳
川
時
代
の
漁
民
騒
動

漁
と
た
っ
て
大
忙
困
窮
し
た
。
漁
民
は
之
が
原
因
を
以
て
、
由
史

地
の
漁
場
請
負
人
が
大
網
を
用
ひ
て
大
漁
を
危
し
、
之
矛
絞
っ

て
魚
油
を
製
造
す
る
忙
在
り
・
と
し
た
。
悲
忙
於
て
速
か
に
之
が

禁
止
せ
ら
れ
ん
事
を
要
求
し
、

E
っ
不
漁
忙
う
ま
菟
税
す
べ
き

も
の
、
と
し
て
、
巴
に
寛
政
一
冗
年
白
秋
よ
り
不
総
の
欣
勢
に
布
つ

た
。
漁
民
は
隠
忍
し
た
る
も
そ
の
一
窮
地
よ
り
枕
す
る
事
能
は

占

Y

、
迭
に
起
っ
て
暴
動
す
。
江
差
地
方
に
至
る
も
の
千
八
百
、

情
部
利
に
五
る
も
の
五
百
、
合
し
て
嗣
山
忙
向
は
ん
占
す
。
松

前
藩
は
州
兵
し
て
之
に
怖
ヘ
、
叉
併
侶
を
し
て
訟
論
吐
し
め
、

願
意
を
部
許
し
た
る
を
以
て
、
十
二
月
十
日
訟
に
一
撲
は
説
却

入 L
( 7 )牢 た

iI: 0 

命宝!
ぜ主主
ら 政
tl 三

年
或正
は 月
倒I 、

預 E
け魁
在 十
せ七
ら 人
れは
た 制1
07)へ

ら
れ
て
戒
は

寛
政
十
年
(
一
七
九
八
年
)
六
月

越
中
国
柏
町
負
郡
聞
方

町

四
方
町
白
住
民
の
大
多
数
は
泌
氏
忙
し
て
、
そ
の
漁
獲
せ
る

魚
類
を
富
山
市
中
に
行
掬
し
て
生
活
を
鵬
首
ん
で
加
た
。
然
る
に

官
山
の
制
主
前
同
氏
は
四
方
町
の
行
向
を
訣
止
し
、

一
定
の
市

場
に
於
て
の
み
魚
類
を
販
賀
す
る
事
と
せ
し
を
以
て
、
魚
市
場

第
二
十
六
巻

.、A

、

J

'

J

，
 
第

腕

四

の
版
由
民
凋
占
と
な
り
、
抽
出
民
犬
陀
問
第
し
、
替
制
に
復
せ
ら
れ

ん
市
中
を
獄
詳
し
、
徒
党
を
組
ん
で
形
勢
茜
し
く
不
穏
と
在
つ

肢なた
掛I(8) しる。
飽 そ も if
自明の‘j:，c
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へ
る
二
つ
の
身
4
7
階
級
が
あ
っ
て
、
毛
人
は
常
忙
人
名
の
下
風

托
立
た
t
A

し
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
刷
治
元
年
の
一
撲
は
仰
ち
と
の

雨
者
の
争
闘
で
あ
っ
た
。
背
中
山
起
り
は
、
民
勝
二
年
首
都
府
の
長

州
征
伐
に
蛍
り
、
先
例
に
よ
り
で
掛
飽
a品
の
人
名
K
舶
及
び
水

夫
の
給
付
を
命
じ
た
が

人
名
は
そ
の
義
務
を
果
た
さ
十
、
毛

人
を
し
て
之
に
代
ら
し
あ
た
o

毛
人
此
之
を
機
品
聞
に
人
名
の
盤

遣
を
免
れ
、
身
分
的
地
位
の
向

t
主
計
ら
ん
と
し
た
る
も
、
人

名
は
之
を
h

目
じ
左
か
っ
た
L
め
、
毛
人
は
之
を
大
に
不
干
に
思

っ
て
ゐ
た
。
恰
も
明
治
元
年
緋
L

却
の
革
命
勃
渡
し
、
年
来
山
希

帥
遣
を
渦
た
し
、

多
年
の
陵
情
を
晴
ら
す
は
と
の
時
で
あ
る
と

し
、
小
坂
油
毛
人
の
漁
民
は
一
挺
を
起
し
で
助
帯
用
を
競
加
惜
し
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た
。
人
名
等
之
に
封
抗
し
で
争
闘
し
、
人
名
は
小
坂
滞
在
襲
撃

し
て
火
を
放
ち
、
多
数
の
死
傷
者
主
出
し
た
o
偶
々
士
州
市
丸

組
に
駐
泊
す
る
あ
り
、
数
十
人
の
も
の
来
り
て
之

E
鋲
定
し
、

首
謀
者
投
獄
せ
ら
れ
て
事
平
ぐ
。
己
の
一
撲
は
封
建
的
盤
迫
主

受
け
し
下
厨
漁
民
が
そ
の
束
縛
を
打
破
せ
ん
と
し
て
、
枇
舎
の

動
指
に
乗
じ
て
騒
動
せ
る
も
の
で
あ
る
。
直
接

ι漁
業
主
の
捌

係
は
な
い
が
、
封
建
的
支
甑
闘
係
の
有
す
る
枇
曾
に
於
て
は
常

然
に
護
生
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
又
よ
く
枇

合
組
織
強
勤
の
過
渡
期
に
殻
生
す
る
被
治
者
階
級
の
一
一
授
の
特

微
を
示
す
も
の
主
い
ム
べ
き
で
あ
る
。

己
の
M

庁
、
由
嵐
長
十
年
に
は
伊
抽
出
閥
風
平
郡
忽
那
品
小
演
に
於

て
騒
動
か
あ
っ
た
が
、
之
は
漁
民
と
い
ふ
よ
り
も
般
闘
の
負
強

に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
之
を
除
外
し
て
沿

〈。

漁
民
騒
動
の
特
徴

徳
川
時
代
に
於
て
は
ぬ
民
の
激
は
決
し
て
少
く
は
た
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
漁
村
が
多
く
地
理
的
に
農
村
よ
り
孤
立
し
て
ゐ
た

し
、
叉
そ
の
経
済
力
に
乏
し
く
、
人
智
の
設
建
程
度
が
樹
め
て

雑

録

徳
川
時
代
の
漁
民
騒
動

低
級
で
あ
っ
た
i
h

め
、
漁
村
氏
が
大
阿
国
結
を
な
し
て
、

反
抗

運
動
を
左
ず
の
可
能
性
が
少
か
っ
た
。
故
に
百
姓
一
換
に
比
し

て
漁
民
騒
動
の
機
組
教
は
甚
一
し
く
少
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
右

に
辿
ベ
た
る
漁
民
騒
動
の
中
犬
多
数
は
漁
民
の
比
較
的
後
建
せ

る
地
方
又
は
漁
業
が
企
業
化
せ
ら
れ
た
地
方
に
辿
っ
た
も
の
で

あ
る
。
例
へ
ば
松
前
舗
に
於
て
起
っ
た
騒
動
問
件
の
内
三
件
迄

が
漁
民
一
段
で
あ
る
の
は
、
漁
業
が
こ
の
地
方
の
主
要
産
業
に

し
て
、
講
の
財
政
も
人
民
の
生
活
も
的
業
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら

れ
、
然
か
も
他
閥
へ
産
物
を
輸
出
す
る
事
を
目
楳
主
す
る
一
大

企
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
叉
江
川
白
桃
山
民
も
昔
よ
り
漁
業

に
従
事
し
、
そ
の
産
物
左
京
都
大
阪
に
版
資
す
る
事
を
目
的
主

ず
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
越
中
の
防
動
も
矢
張
り
自
己
版
一
口
を

目
的
と
す
る
商
人
的
漁
民
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
漁
民
の
反
抗

運
動
が
一
定
度
の
文
化
に
迷
し
た
る
場
合
に
於
て
愛
生
し
た
る

は
、
枇
合
活
動
の
費
生
を
考
挺
す
る
に
方
っ
て
参
考
す
べ
き
で

あ
ら
う
。

次
r
i

漁
民
騒
動
の
檎
起
欣
践
を
時
代
的
に
見
る
に
、
僅
少
の

事
例
を
以
て
し
て
は
辿
碓
の
事
は
い
へ
左
い
が
、
矢
張
り
百
姓

第
二
十
六
巻
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雑

鍛

紐
宵
、
倫
敦
同
費
本
市
場
の
争
制

一
授
主
同
じ
く
、
徳
川
時
代
巾
朋
以
前
に
於
て
少
く
、
百
姓

侠
の
最
も
多
く
な
り
し
明
和
以
後
に
於
て
師
開
設
し
て
ゐ
る
。
而

し
て
己
に
他
の
機
品
目
に
於
て
屡
々
地
べ
た
る
が
如
く
、
百
姓

挑
は
そ
の
体
描
性
に
乏
し
く
、
叉
そ
の
持
縦
性
も
少
い
の
で
あ

る
が
、
漁
民
一
一
摂
に
於
て
は
特
に
夫
れ
が
著
し
い
上
う
で
あ

る
。
之
は
地
則
的
枇
命
的
事
情
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
が
、
騒
動

の
侮
播
性
の
少
い
の
は
、
漁
砥
が
特
定
の
漁
村
白
摘
出

K
H岬

し
、
各
漁
村
は
去
来
利
害
が
相
反
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
か

ら
、
之
等
の
も
の
が
閤
結
し
て
週
動
を
な
す
の
可
能
が
小
い
か

ら
で
あ
り
、
叉
持
続
性
の
乏
し
き
は
漁
民
の
陸
上
に
於
け
る
活

動
力
が
劇
く
且
つ
農
民
の
如
く
持
久
職
K
必
要
た
る
食
粗
を
ね

し
な
い
録
め
で
あ
ら
う
。

四

除

言

以
上
概
説
せ
し
所
に
山
て
見
る
に
、
右
の
漁
民
一
授
は
必
し

も
百
姓
一
一
般
ー
と
本
質
的
に
異
る
も
の
で
は
な
く
・
矢
張
り
身
分

的
支
配
閥
係
を
掠
礎
と
す
る
封
建
枇
合
の
下
に
於
て
山
崎
然
に
起

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
只
そ
の
費
生
状
態
が
著
し
く
各
地
の

枇
合
山
市
質
に
よ
っ
て
制
限
ザ
ら
れ
、
且
つ
孤
立
的
?
あ
る
臓
に

第
二
十
声
器

山，、
F、

四
回

鎮

雄

於
て
、
多
少
百
姓
一
一
撲
と
異
る
に
す
ぎ
な
い
。
而
し
て
と
の
孤

立
的
で
あ
昔
、
断
倒
的
で
あ
る
闘
に
於
て
、
漁
民
一
橋
が
今
日

の
枇
合
運
動
と
本
質
的
に
具
る
と
い
ふ
事
を
百
姓
一
般
よ
り
も

一
日
市
明
確
に
示
し
て
居
る
。
換
言
す
れ
ば
と
与
に
い
ム
漁
民

品
開
は
全
く
封
建
凪
舎
の
偶
制
に
於
け
る
機
械
的
疾
忠
の
現
は
れ

ル
」
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。


