
鵜
　

餌
叢

.

輪
㎜

業

間
地
貌

の
観

察
貼

・
・
9
…

植

民
地

の
経
済
政
策

に
就
き

て

…

共
産

の
原

理

:

…

:

・
…

私

纒

瞥

統

計
概

論

・
・

海

運

那
繰
競

争

と
猫

占

と

の

分
界

・

時

論
珊

農

村

問

題

と
其

対

策

・

…説

苑

シ

ュ
ワ

ー

べ
の
法

則

:

・
:

:

:

萱
岐

國
に
於

け

る
地
割
制
度

・
・
…

皿雑

録

百

姓

と

町

人

・
:

:

.
:

櫛

挽
扉
撚
労
働

立

法

の
護

達

:

・
・

縄

濟

…學
史

上

の

ベ
ッ
カ

リ

ア

・
-∴
・

.
法
學
博
士

・
法
學
博
士

・
渋

墨

士

.
注
學
博
士

.
法

學

士

・
注
學
博
士

・
経
済
學
士

・
農

學

土

.
法

學

士

・
経
済
學
士

気
経
済
學
士

小 中 本

総丸暴
太 治
郎 叶 郎

奥 岡

田 崎

成 規

河 小 財 恒 山 師

田 野 越 戸
嗣 太 静 越 正

郎 郎 治 恭 乃 雄

野

ー
ー

」



.

雑

鍍

「百

姓

ε

町

人

百

姓

と

町

人
本

庄

榮

治

郎

一
.

徳
川
時
代
の
肚
會
階
級
を
あ
ら
は
す
言
葉
ご
し
て
、

從
來

一
般

に
士
農

工
商
の
語
が
用
ゐ
ら
れ
て
居

る
。
⊥
⊥

は
武
士

の
階
級
を
指
し
、
農
は
百
姓
の
階
級
、
工
は
工

匠
、
商
は
商
人
で
、
こ
の
工
商
の
両
者
は
、
即
ち
町
人

の
階
級
に
鳳
…す

る
。

'

士
農
工
商
の
吉
葉
は
、
四
民
共
存

の
理
を
説
く
も
.の

な
り
こ
の
説
も
あ
る
が
、

　
般
に
は
階
級
的
差
別
観
を

あ
ら
は
す
も
の
ε
し
て
考

へ
ら
れ
て
居
る
ワ
武
家
が
政

柄
を
執
り
し
當
時
に
於

て
、
自
ら
高
し
瓢肛
會

の
最
上
位

に
立
ち
、
叉
農
業
脛
濟
時
代
た
り
し
當
時
に
於
て
、
耕

絵
に
徒
事
し
、
国
民
の
食
糧
、
幕
府
諸
藩
の
財
政
上
の

根
源

た
る
べ
き
米
穀
を
供
給
す
る
農
民
が
、
武
士

に
亜

鉛

十
七
巻

(第

三
號

=
二
〇
)
.
四
三
四

い
で
重
要
な

る
地
位
を
占

め
、

工
民
は
技

巧

に
從

ふ
の

民

で
あ
り
、
軍
器

の
製
邉

な
ご

か
ら
考

へ
て
、
幾

分
重

き
を
置

か
れ
、
商
人

よ
り
は
上
位

に
立

つ
た
も

の
で
あ

る
.
商
人

に
至

っ
て
は
不
生
産
的
な
錙
銖

の
利
を
箏

ふ

も
の

で
め

つ
て
、
貨
殖

の
こ
ε
は

、
口

に
す

る
だ

に
恥

づ

べ
き
も
の
ε

せ
ら

れ

し
當
時

に
於

τ
、
最
も
算

し
む

べ
く
、
最

も
排

斥
す

べ
き
も

の
ε
し
て
、
四
民

の
最
下

位

に
列
せ
し

め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

二

・

い
.ふ
迄

も
な
く

、
徳

川
時

代

い・し
は
農
業

は
著

し
く
進

歩

し
、
叉
最
も

重
要
な

る
産

業
た
り

し
も

の
・で

あ

る

が
、
然
ら
ば
當
時
農
民

の
生

活
状
態
は
如

何
な

b
し
ゃ

ε

い
ふ

に
、
そ

は
意
外

に
も
彼
等
は

↓
緊

手

一
投
足

に

拘
束

を
受

け
、
些

細
な

る
黒

に
至

る
ま

で
制
限
を

加

へ

ら

れ
、

π

ゴ
相
貌

を
輸
す

爲

の
み
に
存
在

せ

る
如

き
惨

じ

め
な
生
活
を

な
ぜ
し
も

の
で
あ
る

こ
冠
は
、
嘗

て
述

べ
π
所

の
如

く
で
あ

る
。

幕

府

の
農
民

に
封
ず

る
干
渉

は
、
随
分
極
端
な

る
も

の
が
あ

っ
た
。

即
釣
幕

府

は
農
民

に
撤
し

て
奢
侈

を
禁

・
じ
、
粗

食
を
強
ひ

、
衣

服
は
木
綿

も

の
に
限

り
、
不
似

1)室 嶋巣 、不亡紗、 日本経済 叢書巻 三、53-69頁

2)拙 著、縄濟 史考ガ300頁 以下



合
な
る
家
宅
を
作

る
こ
ε
を
禁
じ
、
嫁
取
り
な
ざ
に
乗

物
を
無
用
こ
し
、
荷
鞍
に
毛
氈
を
掛
け
て
乗
用
す
可
ら

ざ
る
こ
ビ
を
命
じ
、
會
々
凶
歳
に
あ

へ
ば
酒
造
は
も
ビ

よ
牡
、
饂
飩
・萎
麺
・蕎
萎
切
・饅
頭
・
豆
腐
等

に
至
る
ま

で
絡
て
五
穀
の
費

ご
し
て
、
製
造
若
く
は
小
宣
す
る
こ

`
を
禁
じ
、
米
食
は
李
素
で
も
、
奢
侈
ご
し
て
禁
せ
ら
れ

だ
も
の
で
あ

っ
セ
。
加
之
娯
樂

・
遊
戯

に
至
る
ま
で
制

限
を
加

へ
、
在
方

に
お
け
る
芝
居
・相
撲
・
歌
舞
伎
・
淫

瑠
璃
其
の
他
の
遊
藝
の
興
行
を
禁
じ
、
藝
人
及
び
興
行

人
の
出
入
滞
在
を
許
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
の

有
名
な
慶
安

の
御
燭
書
に
は
、
衣
食
住
に
封
ず
る
制
限

の
外
に

「
み
め
か
た
ち
よ
き
女
房
成
典
、
夫

の
事
を

お

ろ
か
に
存
、
大
茶
を
の
み
、
物
ま
い
り
、
遊
山
、
す
き

す
.
る
女
房
を
離
別
す

べ
し
」

こ
て
家
庭
生
活
の
内
に

迄
、
其
干
渉
の
手
を
伸
ば
し
て
み
る
有
様
で
あ
る
。

邑

幕
府
の
観

る
所

で
は
、
町
人
は
、
武
士
の
如
き
阻
先

の
勲
功
も
、
彼
等
自
身
の
手
柄
も
な
く
、
又
百
姓

の
如

く
、
四
時
不
断
の
艱
苦
を
嘗

め
て
、
國
家
国
民
の
爲
に
、

必
要
品
を
作
り
出
す
も
の
で
も
な
く
、
只
管
算
盤
玉
を

難

鑛
.

百

姓

ざ

町

人

弾

い
て
安
逸

に
耽
b
な

が
ら

、
鋸
鎌

の
利
を
孚

ひ
、
.動

も
す

れ
ば

高
傾
品
や
珍
奇
な

も

の
を
賢
付
け

、
奢
侈

を

増
長

せ
し
む

る
無

用

の
者

`
し

て
.
考

へ
て

お
つ
セ
。

そ
れ

に
も
か

、
は
ら
す

、
彼
等

は
そ

の
瞥

業
を

許

さ
れ

居

る
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
有
b
難

き
御
国

恩

に
酬
ゆ

る
の
が
當
然

で

あ

る
。
從

っ

て

彼

等

か
ら

は
冥
加

ε

か
、
運
上

ご
か
補
す

る
も
の
を
上
ら

し
め
て
、
町
人

か

ら
租

税
を
取
b
立

て
る

ε
い
ふ
や
う

な
こ
ε
は
一
別

に
.

深
く
も
考

へ
み
な

か

つ
定
。

幕

府
は
農
民

に
封
ず

る
ε
同

じ
く

、
町
人

に
謝
し

ての

も
、
日
當
生
活

に
臆

分
干
渉

を

加

へ
た
も

の
で
あ

っ
た

。

櫛
弊

か
ら
草
履

・下
駄

・
日
傘

に
至

る
ま

で

一
定

の
制
限

を
設
け
、
絹
布

の
着
用

を
禁
じ

、
商
品

に
も
種

々
の
制

限

を
附
し
、
時
好

に
投

ぜ

ん
ε
す

る
新
奇

の
も

の
や
、

華

美
高
僧
品
は
も

ε
よ
り
、
野
菜
類

で
も
季
節
以
前

に

費
り
出
す

こ
ε
を

禁
じ
、
大
火
暴
風
雨

等
の
後

に
物
償

や
勢
賃
を
昂

め
る
こ
ε
を
禁

じ
、
叉

大
豆

の
相

場

が
下

っ
た

に
も
拘
ら
す

、
豆
腐

の
市
僧
…を
改

め
ざ

る
は
、
何
故

で
あ
る
か
ε

い
ふ
調
子

で
、
物

償
に
も
干
渉

し
、
米

償

の
調
箇
な
ご

も
.
種

灯
の
手
段

を
弄

し
た
も

の
で
あ

っ

第
+
七
巻

(第
三
號

=
一=

)

四

三
玉

3)
4)
5)

徳川禁 令考、第五峡 、242頁 以下

徳川禁令考、第五1A.539,651,415頁 以下
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雑

錐

百

姓

ε

町

人

た
q

四

商

人
は
、
.か
く

の
如
く
種

々
な

る
干
渉
制

限
を
受

け

た
嬉
は

い

ふ

も

の

、
、
農
民

に
封
ず

る
制

限
干
渉

ご

は

、
そ
の
程

度

に
於

て
、
そ
の
性
質

に
於

て
、
決

し

て
同

日

の
談

で
は

な
か

っ
た
。

そ
れ

ば
農

民

に
封
ず

る
慶

安

の
御
鯛
書

ご
、
同
年

に
出

で
た
町
人

に
劃
す

る
町
鯛

ご

を
比
較
す

る
も
、
明

か
で

あ
る
。
例

へ
ば
町
人

に
謝
す

る
分
で
は
、
「
衣
類

は
「
町
人

召
仕
絹

布
着

し
申
問
敷
事

」

ε
か
「蒔
維

之
家
具
捲
中
間
敷

事
」
「
作
事

に
金

銀
之
箔

付
問
敷
事
」
「
三
階

仕
間

敷

畢
」
こ
か

の
類

で

あ

っ
て

、

農
民

の
や
う

に
、
「
百
姓
ば

分
.別
も
な
く
末

の
考

も

な

き

も
の
に
候

故
」

云

々
ε
か
、
朝
起

き
を

せ
よ
、
酒

や

茶
を

買
て
飲

ん
で

は
な
ら

沿
、
た
ば
粉
を
喚

ん
で
は

な

ら

組
、
難
穀

を
食

へ
、
茶

飲

み
女
房

を
離

別
せ

よ
な

ご

℃
、
.人
間
を

人
間

ε
も
思
は

漁
や
う

な
規
定

は

「
つ
も

な

い
。

た

冥
風
俗

の
頽
塵
を
防

が
ん
π

め
に
、
奢
侈

に

走

る
こ
ε
を
戒

め
て
居
る
ば

か
り
で
あ

る
。

町
人

か
ら

は
挽

は
取
ら

ぬ
、
国

恩
奉
謝

の
冥

加
を
上

ら

し
め
る
ε

い
ふ
態
度
、
即
ち
名

分
の
上
に
於

て
は
、

■

第
+
七
巻

(第
三
號
.
=
二
二
)
.
四

三
六

私
利
を
螢
む
舁
き
も
の
ぜ
し
て
、
.百
姓
以
下
の
も
の
ピ

さ
れ
て
居

る
け
れ
こ
も
實
際
に
於
て
は
、
そ
の
生
活

の

程
度
や
脚貫
力
は
、
之
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
も
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
町
人
は

一
方
に
於

て
は
、
株
仲
間
を

設
け
て
同
業
者
の
固
結
を
計
り
、
賛
美
を
猫
占
す

る
こ

ご
も
、
或
程
度
の
自
治
を
行
ふ
こ
蓬
も
、
許
さ
れ
た
の

で
あ

っ
た
。
勿
論
か
く
の
如
き
團
能
の
存
在
は
、幕
府
が

彼
等
に
下
す

べ
き
命
令
の
傳
達
や
、
其
他

「
般
の
取
締

に

つ
き
便
利
で
め
る
の
み
な
ら
す
、
元
來
商
人
に
謝
し

て
種
々
の
制
限
を
加

へ
し
目
的
は
、
國
民
生
活
の
.簡
易

資
質
を
期
す
る
に
あ

っ
だ
か
ら
、
そ
れ
に
祇
鯛
せ
ざ
る

限
b
に
於
て
、
彼
等
の
商
慣
習
を
尊
重
す
る
こ
ご

、
し

て
、
之
れ
を
認

め
た
も
の
で
め
る
の
ざ
解
繹
も
あ
る
が
、

多
く
の
商
工
等
の
株
仲
間

に
就
て
は
そ
の
商
慣
習
を
認

め
る
ご
か
」
叉
は
取
締
よ
の
便
宜
ご
か
い
ふ
問
題
が
基

本
に
な

っ
て
起

つ
た
も
の
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
農
民

ε
商
人
ε
は
同
じ
や
う
に
取
扱
は
れ
て
居
な

い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
根
本
的
の
立
場

の
相
違

か
ら
起

つ
た
も
の

で
は
な

か

ら

う

か
。
彼
等
の
商
慣
習
を
愈
重
す
る
ご

い
ふ
ご
ε
、
そ
れ
自
身
が
、
既

に
彼
等
の
實
力
を
認

め

徳,蝿.禁令 考 、.肩曾掲 、471頁

三}甫博=ヒ、 法 制 史;の研 究 、262頁
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り



0

で
居
お
が
ら

の
こ
.亡
で
あ

っ
て
、
若

し
貴
方
も
な
く
而

も
幕
府
の
親
察
せ
し
如
く
商
人
が
眞

に
無
用
の
も
の
ε

す

れ
ば
、
何
故
に
彼
等
の
商
慣
習
を
認
む
る
必
要
が
あ

る
か
、
解
輝

に
.苦

し
む
次
第
で
あ
る
q
株
仲
間
を
認
め

た
こ
蓬

、
、
商
人
に
封
ず
る
種

々
の
制
限
ε
は
、

一
寸

考
ふ
れ
ば
矛
盾
せ
る
も
の

、
如
く
に
見
る
が
、
表
面
上

は
兎
に
角
、
實
際

に
於
て
は
上
述

の
如
く
商
人
の
實
力

が
認
め
ら
れ
て
お
っ
た
次
第
で
あ

る
か
ら
、
右
の
二
者

ば
決
し
て
矛
盾
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
根
本
の
原
由
は

極

め
て
.明
白

で
あ
る
ε
思

ふ
。

五

商
人
の
肚
會
上
の
地
位
は
表
面
上
は
以
上
述

ぶ
る
所

の
如
き
も
の
で
あ

っ
た
。
徳
川
時
代
は
木
遣
ひ
の
経
済

の
時
代
で
あ
り
、
叉
貨
幣
繧
濟

の
次
第
に
獲
達
し
凍
り

し
時
代
で
あ
惹
。

か

、
る
世
の
中
に
於
て
は
算
盤
玉
を

う
ま
く
蝿
く
も
の
は
」
即
ち
富
を
集

め
、
や
が
て
實
力

を
有
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
呪
や
泰
李

の
縛
…く
ご

共

に
弓
は
袋
に
納

め
ら
れ
、
長
押
の
鎗
は
徒
ら

に
塵
の

堆
き
に
任
せ
、
戦
争
は
昔
物
語
ξ
な

っ
て
、
世
は
贅
澤

に
流
れ
、
奢
侈
.を
追
ふ
有
様
で
あ
b
、
武
力
は
當
世

に

雑

鎌

首
.
姓

こ

町

人

吊
な
く
、
金
力
が
之
れ
に
代
る
の
時
代
ε
な

っ
た
。
元

旅
の
頃

に
至
b
て
は
、
彼
等
の
中
に
極

め
て
豪
奢
な
ひ

生
活
を
な
す
も
の
が
め
ら
は
れ
て
.來
紀
。
江
戸
で
は
紀

ノ
國
盤
丈
左
衛
門
、
奈
瓦
屋
茂
左
衛
門
が
互
萬
の
富
を

重
ね
て
豪
奢
榮
耀
を
極
め
、
旦
暮
花
街
に
放
浪
し
て

「

梛
千
金
を
惜
ま
す
豪
興

↓
世
を
驚
か
し
た
こ
ざ
ば
「
世

々
傅

へ
て
今
も
入

の
稠
す
る
所
で
あ
る
。
京
都
の
中
村

内
減
助
・灘
波
屋
十
右
衛
門
・大
阪
の
淀
屋
辰
五
郎
が
居

住
の
美
・衣
服
飲
食
の
奢
り
に

↓
.代
の
精

を
聚
め

て
世

を
驚

か
し
た
の
も
、
亦
元
蕨
豪
華
の
時
代
に
於
け
る
町

人
の
豪
碧
を
代
表
せ
む
も
の
で
あ
ら
う
。

末

世

の
泰
李
ε
な
り
生
活
向
上
し
奢
侈

の
行
は
る

、
に

件
ひ
、
窮
乏
を
訴

へ
つ
、
あ
っ
た
武
士
階
級
は
、
何
れ

も
財
政
の
困
難
に
陥
り
誅
求
を
事
冠
し
、
町

入
に
頭
を

垂
れ
て
そ
の
融
通

に
依

っ
て
、
漸
く
難
關
を
切
b
扱
け
.

っ
、
あ

っ
た
こ
ご
は
、
既

に
屡
述

べ
.π
所
の
如
く
で
あ

る
。9
町
人
嚢
に
は
「
い
に
し

へ
は
百
姓
よ
り
町
人
ば
下
座

な
り
ε
い
へ
ご
も
、
い
つ
の
頃
よ
り

炉
天
下
金
銀
つ
か

ひ
ご
な
り
て
、
天
下
の
金
銀
材
質
み
な
町
八
の
方
に
圭

第
+
七
巻

(第
三
號

一
三
三
)

四

三
七

8)齋 藤隆三民、近 世世相 與、.・螂 頁
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雑

録

百
.
姓

こ

町

人

ご
れ

る
事

に
て
、
貫
入

の
御
前

に
む
召
出

さ

る
る
事

も

・
あ
れ
ば
、

い

っ
こ
な

く
共

晶
百
姓

の
上

に
あ
る

に
似

だ

の

b
L
-
ご
い
っ
て
み
る
が
、
町
人
の
力
は
百
姓
を
凌
ぐ
位

の
こ
ε
で
は
な
く
、
既
に
早
く
武
士

の
階
級
を
も
凌
げ

る
も
の
で
あ
る
.
た
星
階
級
制
度
の
嚴
立
せ
る
世
な
る

が
陀
ぬ
、
此
力
も
政
治
上
に
用
ふ
る
能
は
す
、
名
實

ε

も
に
権
力
階
級
に
立

つ
を
得
ざ
り
し
ざ
錐
、
そ
の
魔
力

に
於
て
は
武
士
を
座
し
、
國
内

の
金
権
を
握
り
肚
會
の

一
大
勢
力
π
右
地
位
を
占

め
し
も
の
で
あ
っ
た
。
蒲
生

君
雫
が

「
大
阪
の
冨
豪

一
π
ひ
怒
れ
ば
天
下
の
侯
諸
皆

傑

へ
上
る
」
ε
い
へ
る
は
、
竺
皿
當
時
の
町
入
の
力
を
示

し
て
遺
減
な
き
も
の
で
あ
る
。

有
か
な
る
町
人
の
集
ま
れ
る
庭
は
、
大
都
市
殊
に
大

阪
、
.江
戸
誓
で
あ

っ
た
。
江
戸
は
新
開
の
地

で
あ
り
、

政
治
の
中
.心
ε
し
て
武
士
的
権
力
・階
級
的
束
縛

の

強

い
威

で
あ
る
が
、
之
に
反
し
て
、
大
阪
は
既
に
商
業
地

`
し
て
の
歴
史
を
有
し
、
金
融
の
中
心
地
で
あ

っ
た
。

町
人
階
級
の
獲
達

が
後
者

に
於
て
特
に
著
し
く
、
物
費

的
生
活
が
常

に

「
歩
を
先
ん
じ
て
お
つ
だ
こ
ε
は
明
か

で
.あ
る
が
、
膏

に
セ
れ
の
み
な

ら
す
精
静
的
生
活
例

へ

第
十
七
巻

(第
三
脱

=
二
四
)

四

三
八

ぱ
學
問
藝
術
の
万
面
に
於
て
も
亦
天
下
の
魁
た
る

べ
ぎ

も
の
で
あ
っ
た
。

徳
川
時
代
で
は
教
育

は
飴
程
進
ん
で
來
た
。
畢
問
は

輩
に
倹
侶
や
貴
族
の
專
有
物
で
は
な
く
「
都
會
の
地
に

は
所
謂
寺
小
屋
な
る
も
の
が
盛
蓬
な

っ
て
、
普
通
鰍
育

が
施

さ
れ
、
町
人
も
金
を
貯
め
る
ば

か
り
で
な
く
、
學

問
も
相
當
に
や

つ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
脛
溝

上
吐
會
上
の
實
椹
が
町
人
に
移
る
ε
共

に
、
學
問
も
亦

漸
く
町
人
の
手
に
落
ち
て
來
た
。
而
し
て
進
取
活
動
的

な
町
人
に
は
、
清
新
に
し
て
卑
近
な
學
問
が
興
ら
な
け

れ
ば
な
ら

阻
。
こ
の
時
勢

の
要
求

に
慮
じ
た
も
の
は
、
.

即
ち
心
墨
で
あ
る
。
心
墨
は
ユ
商
八
道
を
説

い
た

も

の
.

で
あ
b
、
町
人
階
級
の
哲
學
で
あ
る
。
.京
都
の
石
田
梅

巖
か
ら
起

っ
て
、
中
澤
道
一
、一や
手
島
堵
庵
な
ご
が
、
大

K
斯
畢
の
π
め
に
壷
し
た
も
の
で
、
李
民
血
會
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
、
極

め
て
人
な
る
も
の
が
あ

っ
だ
。

赤
革
は
始
め
京
阪
を
中
心
ご
し
て
起

つ
だ
も
の
で
あ

る
が
、
帝
日
に
心
墨
丁
の
み
な
ら
す
、

一
般
に
京
阪
關
西
地

方
に
は
學
問
が
盛
ん
で
あ

っ
て
、
町
人
出
身
の
有
名
な

10)日 本纒濟蟹書一 第五巻65頁

11)瀧 本博士、経済 一 家言、297頁 以下 、心畢F就 て参照



r

學
者

も
少

く
は
な

か

つ
だ
。
例

へ
ば
國
學

の
大

家
本
居

宣

長

も
伊
勢

の
松
.阪

の
町
人
の
家

か
ら
出

て

お
り
、
漢

學

の
方
で

は
京
都

の
伊
藤
仁
齋
も
商
家

の
出

で
あ

み
。

心
學

の
石
田
梅
儲嚴
も
も

こ
よ
り

そ
う

で
あ
る
。

大
阪

で

は
、
山
片

幡
}桃
や

、
草
間

直
方

が
、
町
人

で
あ

っ
た
。

此
等

は
最

も
著
名

な
る
者

の

一
例

に
過

ぎ
な

い
が
、

こ

れ

に
よ

っ
て
も

、
町
人

の
階
級
が
、

一
概

に
無
學

の
も

の
で
な

か

っ
た

こ
`
は

明

か
で
あ
り
、
.農

民

の
階

級

ξ

は
比
較

し
得

ざ

る
文
化

を
有

せ
し

こ
ご
は
怪

し
む

に
足

ら

画
所

で
あ
ら
う
。

八

要
す

る

に
徳
川
恥
代

に
於
て
は
、
農
民

は
前

に
述

べ

た
通

り
の
憐
れ
な
歌
態

で
あ

っ
て
、
人
間

ら
し
き
生
活

を
な
す

こ
ε
も
出

来
す

、
π

雲
租
税
を
輸
す
道

具

ご
し

て
、
盧

使

さ
れ
た

も
の
で
め

っ
た
。
之

に
反

し
て
、
町
.

人
は

、
表

面
は
農

民
以

下

の
無

用

の
者

ご
さ
れ
て

お

っ
.

た
け
れ
こ
も
、
實
際

に
於

て
は
、
農
民

よ
り
は
遙

か
に

人
間

的

の
待
遇
を
受

け

て
居
た
も

の
で
あ
り
、
農

民

ε

の
間

に
は

、
非
常

な
立
場

の
相

違

が
あ

っ
た
。
而
も
貨

幣
経

済

の
世

に
於

て
、
國
内

の
金
権
を
掌
握

せ
し

の
み

雑

録

凋
逸
に
於
け
ろ
鼻
衝
立
法
の
獲
建

な
ら
傘

、
楷

神
的
文

明
を
も
、
左
右

せ
ん

こ
す

る
勢

を

有
す

る
に
至

つ
だ

も
の
で
あ

っ
て

.
實

世
間

の
勢

力
を

一
身

に
背

負

っ
て
立

つ
者
は

、
歯

入
階

級
を
外

に
し
て

は
、

之
を
求
む

る
こ
ε
を
得
ざ

る
有
様

で

あ

っ
た

。
農

民

が
水
呑

み
百

姓

ε
し

て
、
存
細

し
て

お

っ
た
も

の
に

比
す

れ
ば

、
町

人
は
、
何

れ

の
黙

に
於

て
も

、
其
生
活

を
向

上

し
、
新

生
面

の
開
拓

に
努

力

せ
る
も

の
で

め

っ

て
、
両

者

の
差

鎚
は
、

始

め
か
ら

、
幕

府

に
於

て
も
認

め
ざ

左
を
得
な

か
.つ
だ
も

の
で
あ
る
。
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