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城

島

正

祥

一
【
要
約
】
　
佐
賀
藩
で
配
分
地
（
知
行
地
）
の
村
吏
は
・
；
の
村
に
募
庄
讐
穫
塵
の
天
の
小
庄
屋
叢
か
れ
て
い
た
・
難
点
役
庄
鑑

　
石
方
庄
屋
よ
り
優
位
の
庄
屋
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
石
方
庄
屋
に
圧
倒
さ
れ
、
後
期
に
は
小
庄
屋
の
格
を
失
い
、
幕
末
に
は
郷
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
大
庄
屋

　
が
兼
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
点
役
庄
屋
の
主
な
職
責
に
は
夫
役
の
賦
課
・
画
料
米
の
取
立
て
の
外
に
、
本
来
夫
料
米
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
反
米
や

　
大
小
庄
屋
料
・
竹
購
買
料
等
の
取
立
て
が
あ
り
、
ま
た
夫
役
に
無
関
係
の
こ
と
に
運
上
銀
等
の
取
立
て
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
一
部
或
は
全
部
が
諸
藩

　
の
収
入
と
な
る
性
質
の
も
の
で
、
配
分
地
の
小
庄
屋
も
点
役
庄
屋
の
方
は
本
藩
の
息
が
か
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
配
分
も
大
配
分
に
な
る
と
相
当
大
幅
の
自

　
治
権
が
あ
り
、
大
配
分
地
の
点
役
庄
屋
の
立
場
は
双
方
に
笑
ま
れ
て
時
に
は
微
妙
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

点
役
庄
屋
と
在
来
の
文
献

　
　
　
①

　
佐
賀
藩
の
読
響
庄
屋
に
つ
い
て
は
、
「
葵
蓉
義
軍
」
「
鍋
島
直
正
虚
伝
」
「
小

城
郡
誌
」
等
に
僅
か
な
が
ら
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
著
書
の
関
係

　
②

箇
所
を
通
覧
す
る
と
全
く
当
惑
し
て
し
ま
う
。
一
体
書
役
庄
屋
と
は
大
庄
屋
か

小
庄
屋
か
、
村
毎
の
庄
屋
か
郷
毎
の
庄
屋
か
さ
え
分
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も

こ
れ
ら
の
著
書
は
、
旧
藩
士
と
し
て
の
体
験
や
今
で
は
既
に
得
難
く
な
っ
た
古

老
か
ら
の
聞
取
り
に
従
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
貴
重
な
文
献
で
あ
ろ
う
。

ボ

一

①
こ
こ
で
欝
う
佐
賀
藩
に
は
本
藩
の
外
に
小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
の
三
支
藩

　
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
意
味
の
佐
賀
藩
頒
で
、
蔵
入
地
に
対
す

　
る
配
分
地
（
知
行
地
）
に
は
大
小
の
区
洌
が
あ
り
、
大
配
分
に
は
相
当
の

　
川
治
が
ゆ
る
さ
れ
た
。
三
支
藩
も
大
配
分
に
含
ま
れ
、
支
藩
と
他
の
大
柄

　
分
の
差
は
幕
府
か
ら
藩
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
た
か
否
か
に
係
る
だ
け
で

　
あ
る
。
点
役
庄
屋
の
設
澱
口
囲
は
支
藩
領
以
下
の
大
配
分
地
・
小
話
分
地

　
で
あ
る
。

②
　
『
芙
蓉
昭
話
』
（
永
田
曄
明
著
・
明
治
三
十
九
年
）
大
庄
麗
（
四
三
）
庄

　
麗
の
上
位
に
在
て
我
北
内
の
農
災
に
頒
つ
所
の
命
令
を
昏
村
の
庄
屋
に
配

　
落
し
及
び
反
米
役
米
を
収
め
宗
藩
に
警
む
る
な
掌
る
。
神
埼
郡
一
名
藤
津
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聯
一
瓠
杵
島
郡
二
名
を
置
く
。
宗
藩
に
於
て
之
を
命
じ
点
役
庄
屋
と
称
す
。

『
鍋
島
直
正
公
伝
』
（
久
米
邦
武
著
・
大
正
八
年
）
（
大
荘
屋
は
）
依
然
と
し

て
そ
の
下
に
天
役
荘
屋
並
に
各
村
の
小
荘
羅
を
統
属
し
来
る
既
に
二
百
年
。

　
ρ
、
小
城
郡
誌
漏
（
小
城
郡
教
育
会
編
・
昭
瀦
八
年
差
庄
麓
の
部
下
に
村
役

あ
り
散
使
あ
り
又
占
一
役
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
占
卿
伐
は
庄
羅
よ
り
も
大
庄
屋

の
手
先
た
る
か
の
如
き
風
あ
り
て
、
専
ら
戸
籍
に
関
す
る
事
務
を
掌
り
、

佐
賀
の
太
・
藩
と
何
事
か
の
関
係
あ
る
か
の
如
く
、
頗
る
勢
威
あ
り
て
点
役

庄
屋
と
呼
び
或
は
小
庄
騰
と
言
は
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
は
原
与
蔵
君
の
談

話
で
あ
る
。

　
『
芙
蓉
旧
話
』
は
蓮
池
慕
…
の
歴
史
「
蓮
池
日
史
略
」
の
付
録
で
、
著
者

は
恐
ら
く
旧
蓮
池
藩
士
で
あ
ろ
う
。
印
刷
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
『
神
埼

郡
郷
土
史
』
（
大
正
四
年
・
神
埼
郡
教
育
会
刊
は
）
『
芙
蓉
帽
話
』
の
こ
の
箇

解
の
全
交
を
欝
絹
し
な
が
ら
、
書
名
も
著
者
名
も
断
っ
て
い
な
い
。
　
『
鍋

島
直
肥
公
伝
』
は
享
和
元
年
佐
賀
藩
で
大
庄
羅
を
廃
止
し
た
と
言
う
一
節

で
、
著
春
の
久
米
邦
武
博
士
は
旧
佐
賀
藩
士
で
も
あ
っ
た
。

開［

_
役
庄
屋
の
沿
革

　
点
役
庄
屋
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
に
は
、
ま
ず
在
来
の
説
が
互
に
矛
盾
し

た
よ
う
に
と
れ
る
点
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
に
し
て
、
雇
役
庄
屋
の
沿
革
か
ら

始
め
た
い
。

　
管
見
の
限
り
、
点
役
庄
屋
の
名
の
初
出
の
史
斜
は
　
兀
禄
五
年
の
佐
賀
藩
郡
方

　
◎

手
頭
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
配
分
地
点
役
庄
屋
に
対
す
る
点
役
除
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
別
に
蔵
入
地
賦
役
庄
屋
の
名
は
見
え
な
い
こ
と
は
、
点
役
庄
量

の
設
概
区
域
が
　
配
分
地
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
、
ま
た
こ
の
郡

方
手
頭
は
明
麿
三
年
に
被
し
た
初
代
佐
賀
藩
主
鍋
島
勝
茂
の
残
し
た
藩
法
「
鳥

　
　
　
　
　
　
　
④

ノ
子
帳
」
の
郡
代
定
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
に
は
点
役
庄

屋
の
名
が
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
の
当
隣
．
ま
で
は
、
実
質
的
に
は
と
に
か
く

と
し
て
、
少
く
と
も
点
役
庄
屋
と
言
う
名
の
庄
鷹
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
点
役
庄
屋
は
元
禄
に
始
ま
っ
た
か
と
欝
う
と
、
ま
だ
考
え
ね
ぽ
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
点
役
庄
屋
で
は
無
い
が
、
石
庄
屋
の
名
が
管
見
の
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
も
、
小
城
藩
臼
記
で
早
く
天
和
二
年
の
条
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
石

庄
屋
が
配
分
地
の
村
で
点
役
庄
屋
と
な
ら
ん
で
概
か
れ
て
い
た
小
庄
屋
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
宝
暦
六
年
の
小
城
藩
の
郡
奉
行
勤
格
式
を
引
い
て
蔵

こ
う
。
こ
こ
で
は
石
庄
屋
で
な
く
て
石
方
庄
屋
に
な
っ
て
い
る
が
、
点
役
回
騒

が
重
役
方
小
庄
屋
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
小
城
藩

罰
帳
や
郡
方
罰
帳
で
は
村
役
人
に
失
態
が
あ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
申
渡
が
数
多
く

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
石
方
庄
屋
と
点
役
庄
屋
が
共
に
処
罰
さ
れ
る
申
渡
に
、

合
役
庄
屋
に
対
す
る
石
鎌
庄
屋
は
単
に
庄
屋
と
肩
護
さ
れ
た
例
は
あ
る
。
し
か

し
逆
に
鴨
方
庄
屋
に
対
し
点
役
庄
屋
を
単
に
庄
屋
と
肩
書
し
た
例
は
見
当
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
断
定
を
急
ぐ
な
ら
ば
、
天
和
二
年
す
で
に
石
庄
屋
が
あ
っ

た
以
上
は
、
点
役
庄
屋
と
呼
ぶ
庄
屋
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
断
定
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
更
め
て
宝
暦
六
年
の
勤
格
式
を
見
る
と

小
庄
屋
に
対
す
る
八
ノ
ロ
の
給
米
を
点
役
庄
屋
に
五
ノ
ロ
・
石
下
庄
屋
に
三
ノ
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口
と
分
堕
し
て
い
る
。
一
口
は
一
％
の
意
味
で
、
八
ノ
ロ
と
は
八
％
す
な
わ
ち

千
石
に
八
十
石
で
あ
る
が
、
認
れ
を
小
庄
屋
の
間
で
分
割
す
る
の
に
、
点
役
庄

屋
の
方
が
多
い
こ
と
は
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
点
役
庄
屋
と
石
器
庄
羅
の
関
係
は

共
に
小
庄
屋
だ
と
は
欝
え
、
侮
れ
か
と
言
え
ば
点
差
庄
屋
の
方
が
優
位
に
あ
っ

た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
時
代
を
稿
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
元
禄
五
年

の
郡
方
手
頭
で
見
る
と
、
課
役
庄
屋
に
対
し
て
は
一
万
石
に
八
百
石
す
な
わ
ち

八
ノ
ロ
の
点
役
除
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
石
塁
庄
屋
に
は
そ
の
規
定
が
無

く
、
こ
の
時
の
夕
方
庄
屋
の
給
分
は
小
庄
量
一
毅
に
支
給
さ
れ
る
反
米
か
ら
の

糖
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
点
役
庄
屋
は
石
蝋
庄
屋
に
対
し
て
、
宝
暦
の
勤
格
式
に

お
い
て
よ
り
も
更
に
優
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
は
更
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
鳥
ノ
子
帳
の
郡
代
定
に
比
較
し
よ
う
。
．
こ
こ
で
は
点
役
満
屡
の
名
も
あ
ら
わ

れ
な
い
。
し
か
し
配
分
地
小
庄
屋
に
対
す
る
一
万
石
二
等
八
百
石
の
書
役
除
と

は
、
尤
禄
五
年
の
郡
方
手
頭
で
点
役
庄
屋
に
対
す
る
点
削
除
で
あ
り
、
鳥
ノ
子

帳
に
言
う
配
分
地
黒
庄
屋
は
後
の
点
役
庄
屡
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
配
分
地
に
お
け
る
脅
嚇
庄
屋
と
解
方
庄
屋
の
正
副
の
関
係
は
時
が
立
つ

に
つ
れ
て
全
く
顛
倒
し
た
こ
と
に
な
る
。
天
和
二
年
の
貝
記
に
石
庄
屋
の
名
が

見
当
る
こ
と
で
、
当
時
そ
れ
に
対
す
る
庄
屋
は
点
役
庄
屋
の
名
で
呼
ん
だ
筈
だ

と
は
速
断
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
点
役
庄
屋
が
村
毎
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
も
は
や
念
を
押
す
ま
で
も
あ
る
ま
い

が
、
明
和
六
年
の
条
の
小
城
藩
郡
方
転
記
で
は
、
村
役
人
の
徽
使
に
も
当
時
は

点
桜
蘭
使
と
石
方
散
使
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
る
。
ま
ず
こ
の
頃
ま
で
は
薄
紅
庄

屋
は
単
方
庄
屋
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
庄
屋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
や
が
て
点
役

庄
屋
は
小
庄
屋
の
格
を
失
っ
た
ら
し
く
単
に
点
役
と
呼
ば
れ
、
ま
た
点
役
は
や

が
て
郷
毎
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
庄
屋
で
兼
任
す
る
こ
と
が
普
通
に
も

な
っ
た
。

　
点
役
庄
屋
の
小
庄
量
子
絡
の
年
月
は
、
管
見
の
史
料
の
限
り
で
は
正
確
な
線

を
引
く
こ
と
が
難
し
い
。
更
に
将
来
を
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
小
国

藩
舗
帳
と
郡
方
罰
帳
で
大
体
の
線
を
引
く
外
は
な
い
。
い
ま
点
役
と
…
言
う
役
名

が
あ
ら
わ
れ
る
上
限
を
探
す
と
、
罰
帳
で
天
明
八
年
十
二
月
足
軽
岩
橋
八
左
衛

門
へ
の
申
渡
に
「
看
之
者
轡
村
点
心
相
勤
玉
壷
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
連

座
し
た
徒
士
鶴
田
藤
兵
衛
へ
の
巾
渡
に
は
「
夫
料
米
配
当
帳
下
薬
付
懸
判
之
紙
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

点
役
庄
屋
八
左
衛
門
迦
取
候
を
奥
鴬
豆
直
シ
呉
」
と
あ
り
、
前
漸
が
頭
役
と
略

記
し
た
の
か
、
後
者
が
点
役
庄
屋
と
誤
記
し
た
の
か
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。

点
役
高
屡
の
役
名
は
こ
の
後
絵
方
縦
帳
で
寛
政
八
年
十
二
横
堀
江
村
と
今
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

百
姓
四
十
一
人
へ
の
申
渡
の
文
中
に
「
久
本
刈
点
役
庄
屋
七
内
閲
付
、
為
取
除

可
申
、
人
を
遣
見
せ
候
処
」
と
あ
る
例
が
あ
り
、
翌
寛
政
九
年
以
降
は
専
ら
門

役
と
あ
っ
て
点
役
庄
屋
を
見
な
い
。
点
役
庄
屋
の
役
名
が
失
く
な
っ
た
時
は
、

対
立
す
る
石
方
庄
屋
も
特
に
石
方
と
冠
す
る
必
要
が
無
く
な
っ
た
筈
で
あ
る
。

中
期
に
は
上
役
庄
屋
に
対
し
単
に
庄
麗
と
称
し
た
例
も
あ
る
が
、
普
通
に
は
石

方
庄
屋
と
称
し
た
の
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
韻
帳
・
南
方
羅
帳
に
限
ら
ず
小
骨

HO （594）
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藩
臼
記
で
も
専
ら
単
に
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
。
点
役
庄
屋
の
小
庄
屋
格
の
失
絡

の
年
代
は
大
体
こ
の
辺
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
か
よ
う
な
推
定
に
対
し
、
一
例
だ

け
で
あ
る
が
、
犬
山
家
文
書
の
覚
書
「
御
拝
命
方
小
庄
屋
掘
方
ケ
条
」
に
安
政

二
年
の
日
付
が
あ
り
「
右
之
通
二
〆
二
方
差
出
森
森
」
と
あ
る
。
し
か
し
血
肉

家
交
書
で
も
嘉
永
二
年
と
五
年
の
夫
丸
乞
筈
覚
で
は
既
に
三
役
庄
屋
で
な
く
て

天
役
で
あ
り
、
大
庄
屋
で
兼
任
し
た
時
も
天
幸
を
兼
任
し
て
い
る
。
こ
の
立
方

ケ
条
を
差
出
し
た
の
は
恐
ら
く
天
役
を
兼
ね
た
大
庄
屋
犬
山
万
之
允
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
頃
点
綴
庄
屋
の
名
が
一
時
的
に
復
活
し
た
の
で
な
い
限
り
、
曾
て
三

々
の
点
役
庄
屋
が
差
出
し
て
い
た
駆
動
ケ
条
を
そ
の
ま
ま
代
駕
し
た
の
で
は
無

か
ろ
う
か
。

　
点
役
庄
屋
の
顯
落
は
そ
の
独
自
の
職
権
を
薬
方
庄
屋
に
侵
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
職
権
に
は
多
分
に
重
な
る
も
の
も
あ
っ
て
、
例
え
ば

村
の
百
姓
の
細
動
の
こ
と
で
、
両
庄
歴
が
村
横
目
と
典
に
監
督
不
行
届
と
し
て

処
罰
さ
れ
る
の
は
屡
々
郡
千
歯
帳
に
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
更
に

後
述
す
る
よ
う
に
本
来
無
役
庄
屋
独
霞
の
権
限
に
あ
る
夫
役
の
賦
課
や
夫
料
米

の
取
立
て
の
事
に
つ
い
て
、
点
役
庄
屋
が
処
罰
さ
れ
る
時
に
石
方
庄
屋
も
連
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
例
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
当
時
少
く
と
も
そ
の
村
に
関
す
る
限
り

は
、
石
方
庄
屋
も
か
ね
て
夫
役
の
賦
諜
等
に
関
与
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
連
坐

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
石
方
庄
屋
独
自
の
権
限
で
あ
る
本
米
・
口
塞
の
取
立

て
に
つ
い
て
、
点
役
庄
屋
が
共
に
連
坐
し
た
例
を
見
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う

に
点
役
庄
屋
は
本
来
石
方
庄
屋
に
対
し
優
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
権
限
の
量
を

比
較
し
て
み
る
と
、
夫
役
は
凡
て
を
料
米
で
計
算
し
た
場
合
、
石
方
庄
屋
の
本

米
・
口
米
と
は
縮
当
の
差
が
あ
り
、
石
盛
庄
屋
が
実
際
上
（
村
で
次
第
に
窪
き

を
加
え
て
き
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
そ
う
し
て
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
点
役
庄
屋

独
自
の
職
権
ま
で
侵
す
に
至
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
ま
た
そ
う

な
れ
ば
、
点
役
庄
屋
が
庄
屋
と
し
て
存
在
す
る
意
義
も
薄
れ
る
筈
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
『
鍋
島
直
正
公
序
」
で
は
、
正
確
に
享
和
元
年
と
言
わ
ず
と
も
、
叢
る

年
代
に
は
各
村
の
小
庄
屋
に
対
し
比
喩
庄
屋
は
少
く
と
も
何
ケ
村
か
を
兼
ね
た

こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
郡
方
罰
帳
で
明
和
六
年
八
月
の
申
渡
に
岩

蔵
六
ケ
村
点
役
庄
屋
善
七
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
例
は
、
裏
付
け
に
好
都
合
の
史

料
で
あ
る
。
し
か
し
外
に
は
兼
任
の
点
役
庄
屋
の
例
が
見
当
ら
ず
、
岩
蔵
六
ケ

村
は
山
闘
部
の
寒
村
で
も
あ
れ
ば
例
外
と
す
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
郡
方

罰
帳
で
見
る
例
は
む
し
ろ
日
報
庄
屋
か
ら
顛
落
し
た
点
役
が
兼
任
さ
れ
て
行
く

場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
郡
方
罰
帳
で
寛
政
九
年
十
二
月
、
下
久
須
罰
点
役
作
右

衛
門
・
高
柳
刈
点
役
権
兵
衛
・
上
栗
原
無
点
役
忠
右
衛
門
・
船
田
刈
大
江
刈
点

役
々
右
衛
門
・
虹
鱒
砂
田
刈
点
役
伊
平
次
の
五
入
が
共
に
処
罰
さ
れ
て
い
る
が
、

前
の
三
人
は
一
柑
専
任
の
点
役
で
、
後
の
二
人
は
ニ
ケ
村
兼
任
の
点
役
で
あ
る
。

　
尤
も
こ
の
頃
に
な
る
と
庄
園
に
つ
い
て
も
何
々
村
懸
り
庄
屋
と
肩
濃
し
た
ニ

ケ
村
兼
任
の
庄
屋
が
数
多
く
あ
ら
わ
れ
て
、
兼
任
は
点
役
の
場
合
だ
け
だ
と
は

言
え
な
い
。
庄
屋
以
下
の
対
役
人
に
つ
い
て
は
、
ま
た
下
級
武
士
で
勤
め
る
例
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も
珍
し
く
な
く
、
そ
れ
は
「
泰
国
院
様
年
譜
地
取
」
に
引
く
天
明
元
年
丑
雑
事

記
に
よ
れ
ば
「
諸
郷
雲
落
髪
村
田
人
柄
有
兼
候
二
付
」
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
兼
任
の
庄
屋
や
兼
任
の
極
製
も
同
様
に
し
て
始
ま
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
が
、
幕
末
に
も
な
る
と
書
役
の
方
は
郷
毎
に
ま
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

　
大
庄
屋
犬
由
家
文
書
で
見
る
の
に
、
嘉
永
五
年
小
城
藩
傾
の
数
郷
か
ら
郡
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

役
所
に
差
出
し
た
央
丸
乞
筈
（
夫
丸
乞
手
形
）
控
で
は
下
郷
一
人
の
難
役
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
同
じ
く
嘉
永
二
年
に
代
官
役
所
に
差
出

　
　
　
　
　
　
⑰

し
た
夫
九
星
筈
控
に
比
較
す
る
と
、
西
郷
天
運
だ
け
は
大
庄
屋
と
別
人
で
あ
る

が
、
他
の
三
人
は
佐
保
川
嶋
郷
天
役
が
同
郷
大
庄
屋
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ

り
、
更
に
北
郷
天
為
と
平
吉
郷
天
汁
も
矢
張
り
実
は
大
庄
屋
で
あ
る
宅
と
も
他

の
史
料
で
確
認
で
き
る
。
し
て
み
れ
ば
嘉
永
年
間
に
は
点
呼
は
郷
を
単
位
と
す

る
に
至
っ
て
お
り
、
更
に
そ
れ
も
大
庄
量
が
兼
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と

が
分
る
。
　
『
芙
蓉
旧
話
』
は
芋
蔓
庄
屋
を
大
庄
屋
の
別
称
に
し
て
い
る
が
、
制

度
上
は
皐
く
庄
屋
の
格
を
失
っ
て
点
役
に
な
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
俗
称
と
し
て

は
依
然
点
役
庄
屋
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
大
庄
屋
が
兼
任
し
た
場
合

に
は
大
」
圧
麗
を
点
役
庄
歴
と
も
俗
称
し
た
と
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

　
か
よ
う
な
状
態
に
至
っ
た
事
情
を
推
測
し
て
み
る
と
、
一
旦
小
庄
屋
の
格
を

夫
つ
た
点
役
は
そ
の
後
い
よ
い
よ
（
石
方
）
庄
屋
に
押
さ
れ
て
点
役
庄
屋
の
時

の
職
権
を
失
い
、
村
に
お
い
て
の
存
在
が
無
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
場
合
夫
役
賦
課
そ
の
他
の
用
務
に
つ
い
て
、
点
役
の
残
存
で
き
る
縫
揚
と
言

え
ば
、
村
巷
の
夫
役
賦
課
そ
の
他
は
す
で
に
庄
屋
の
職
権
に
な
っ
た
と
は
譜
え
、

そ
れ
を
雲
脚
に
概
括
す
る
こ
と
は
誰
か
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
に
は
郷
雲
に
一
人
の
点
役
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
村
毎
の
庄

屋
が
担
当
し
た
も
の
を
郷
に
概
括
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
庄
屋
を
號
督
す
る
だ

け
の
権
威
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
大
庄
屋
が
特
別
に
兼
役
を
引
立

て
て
権
威
づ
け
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
は
寧
ろ
点
役

は
単
な
る
補
佐
役
と
し
て
、
大
庄
屋
は
自
ら
の
名
に
お
い
て
村
寺
の
庄
屋
に
命

令
す
る
こ
と
が
簡
単
だ
つ
た
筈
で
あ
る
。
況
や
そ
れ
ら
の
用
務
は
配
分
地
大
庄

屋
と
し
て
は
本
来
重
要
な
職
責
に
な
っ
て
い
た
。
配
分
地
大
庄
麗
の
職
責
を
列

挙
し
た
も
の
に
は
、
犬
山
家
文
書
に
天
保
十
二
年
犬
山
万
之
珍
獣
方
差
出
覚
が

あ
る
。
そ
の
中
で
門
反
米
夫
掛
米
竹
木
買
料
米
町
貫
銀
諸
運
上
銀
踏
外
一
切
御

上
へ
相
納
候
銀
米
取
立
艶
事
」
と
あ
る
一
条
は
、
後
で
引
用
す
る
大
小
配
分
御

点
役
方
小
庄
屋
勤
方
ケ
条
に
あ
る
点
役
庄
屋
の
大
纂
な
職
責
で
も
あ
る
。
勿
諭

こ
の
場
合
点
役
庄
屋
の
職
責
は
宋
端
の
村
に
つ
い
て
で
あ
り
、
配
分
地
大
庄
屋

の
職
貴
は
郷
に
概
括
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、

配
分
地
大
庄
屋
の
職
責
に
は
、
村
々
の
占
方
庄
屋
の
大
事
な
職
責
で
あ
る
本

米
・
転
遷
の
取
立
て
を
更
に
郷
に
概
糊
す
る
こ
と
の
方
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
大
庄
屋
の
職
責
に
は
点
役
庄
屋
の
職
貴
と
無
関
係
の
箇

条
も
あ
る
こ
と
は
当
然
だ
と
は
言
え
、
配
分
地
大
庄
屋
の
実
際
上
の
用
務
の
多

く
は
点
役
庄
屋
の
用
務
を
郷
に
概
括
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
配
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佐賀藩の点役方小庄鐙（城島）

分
地
大
庄
屋
が
点
役
を
兼
ね
、
点
役
庄
屋
の
俗
称
を
得
た
こ
と
は
自
然
な
成
行

き
で
あ
ろ
う
。

③
元
禄
五
年
控
御
印
夕
方
手
頭

　
一
大
庄
屋
小
庄
麗
給
養
之
儀
、
定
観
候
逓
反
米
汐
可
為
販
事

　
　
　
μ
腸
ふ
八
庄
屋
ニ
門
構
娼
凱
不
帝
頭
型
石
二
μ
隅
て
弐
｝
臼
石
宛
、
爪
丁
庄
屋
ニ
ハ
士
熔
で
刀

　
　
　
石
二
千
百
石
之
点
役
差
免
候
事

　
一
配
分
地
点
役
庄
屋
ニ
ハ
地
米
壱
万
石
二
付
て
八
百
石
之
点
役
横
除
候
事

④
鳥
ノ
子
帳
郡
代
定

　
一
大
庄
星
切
米
之
儀
、
物
成
一
万
石
二
付
反
米
汐
拾
五
石
宛
と
ら
す
へ
き

　
　
喜

　
　
　
付
地
米
一
万
石
二
付
二
百
石
宛
之
点
役
差
免
候
事

　
｝
小
庄
屋
ニ
ハ
地
米
干
石
皿
以
て
反
米
澄
一
石
五
斗
宛
と
ら
す
へ
き
瑛

　
一
蔵
入
小
庄
歴
ニ
ハ
地
米
一
万
石
付
て
千
百
石
ッ
・
之
点
役
三
舞
候
、
配

　
　
分
地
小
庄
屋
ハ
地
米
一
万
石
漏
付
て
八
笹
蟹
ッ
5
之
軍
役
子
離
候
事

　
　
　
地
米
と
は
大
ま
か
に
幾
っ
て
物
成
の
こ
と
で
あ
る
。
正
確
に
意
味
を

　
　
　
量
定
す
る
に
は
通
説
と
少
し
異
る
私
見
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
長

　
　
　
く
な
る
の
で
止
め
る
。

　
　
　
点
役
差
免
と
点
役
相
除
は
実
質
的
に
は
同
じ
こ
と
で
、
犬
山
家
文
書

　
　
　
の
覚
書
に
は

　
　
　
大
庄
屋
小
庄
羅
料
懸
ヶ
口

　
　
　
一
、
御
蔵
入
大
庄
屋
ハ
四
ノ
ロ
、
御
取
納
方
立
入
候
引
付

　
　
　
一
、
配
分
大
庄
屋
脱
退
ノ
ロ

　
　
　
一
、
御
蔵
入
小
庄
屋
ハ
拾
壱
ノ
鐸
、
御
取
納
方
立
入
候
二
付

　
　
　
一
、
配
分
爪
丁
庄
悶
麗
ハ
八
ノ
ロ

⑤

　
と
あ
る
。
こ
の
場
合
共
に
百
姓
に
夫
役
を
課
す
、
夫
役
に
相
当
す
る

　
料
米
を
納
め
さ
せ
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
点
役
差
免
は
時

　
に
は
百
姓
に
夫
役
を
免
除
し
て
や
る
と
の
逆
の
意
味
で
用
い
る
こ
と

　
も
あ
る
。
鳥
ノ
子
帳
蔵
入
方
定
に
「
点
役
差
免
候
所
丼
津
役
桐
除
候

　
所
帳
二
君
付
嵩
置
候
、
此
外
私
二
点
役
差
免
候
儀
可
為
楽
止
事
」
と

　
あ
る
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
幕
末
の
犬
山
家
文
書
の
覚
書
で
は
大
庄
屋
の
給
与
で
、
反
米
か
ら
出

　
る
分
を
大
庄
屋
給
米
、
点
役
の
夫
料
米
を
大
庄
屋
料
米
と
区
別
し
て

　
い
る
が
、
給
米
・
渡
米
の
名
称
の
区
別
は
古
く
さ
か
の
ぼ
る
わ
け
に

　
ゆ
か
な
い
。
　
（
註
⑥
参
照
）

戌
九
月
六
日

　
御
領
内
石
庄
屋
自
今
已
後
三
年
代
り
二
可
被
栢
定
道
御
吟
味
相
澄
、
鴨
打

　
千
兵
衛
二
被
穣
達
候
黙

⑥
宝
暦
六
年
郡
奉
行
勤
格
式

　
一
躍
庄
遷
共
給
之
儀
、
大
庄
や
一
掛
之
定
米
汐
諸
除
を
引
、
蝿
捕
米
二
八

　
　
ノ
ロ
役
米
之
夫
料
米
を
草
取
納
候
、
右
有
米
チ
石
エ
付
而
八
拾
石
之
料

　
　
米
拾
弐
石
宛
之
勘
定
二
〆
惣
有
米
ユ
懸
ヶ
令
取
納
候
事

　
　
　
但
右
八
ノ
ロ
之
内
、
五
ノ
ロ
分
離
料
米
鞍
点
役
庄
屋
坂
納
、
三
ノ
ロ

　
　
　
分
之
料
＊
小
ハ
石
士
刀
庄
屋
取
納
う
｛
薯

　
　
右
小
庄
屋
共
給
米
之
儀
、
佐
嘉
役
米
帳
撚
綱
来
聴
事

　
　
　
有
米
千
石
瓢
付
八
拾
石
之
料
米
捻
弐
石
と
は
、
夫
竪
米
は
｛
五
％
の

　
　
　
高
懸
物
だ
か
ら
有
米
チ
石
に
付
八
拾
石
に
対
す
る
夫
野
山
拾
弐
石
と

　
　
　
纏
う
意
味
で
あ
る
。

⑦
　
迦
取
絃
、
は
っ
し
取
り
と
読
む
。
な
お
こ
れ
ら
の
史
料
は
下
級
武
士
が
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村
役
人
を
勤
め
た
例
で
も
あ
る
。
佐
賀
藩
で
は
郷
村
に
住
む
下
蔽
武
士
は

　
珍
し
く
な
く
、
彼
等
は
醤
姓
と
一
緒
に
な
っ
て
五
人
組
を
作
り
、
百
姓
と

　
岡
様
に
年
貢
を
納
め
て
い
た
。
彼
等
の
間
か
ら
村
役
人
を
出
す
こ
と
も
あ

　
つ
た
。

⑧
佐
賀
平
野
に
は
何
々
刈
と
言
う
村
が
あ
る
。
何
々
ヶ
里
と
も
讃
き
、
条

　
里
制
の
名
残
と
見
ら
れ
て
い
る
。

⑨
　
郡
方
罰
帳
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描
田
村
庄
歴
与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
横
属
　
＋
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
役
皮
醗
　
一
郎
兵
衛

　
右
之
春
共
、
先
日
長
騰
御
奉
行
牛
津
之
駅
御
比
宿
馬
付
、
同
村
之
者
共
致

　
出
夫
候
様
、
大
庄
屋
二
二
申
達
候
処
、
何
れ
も
不
二
出
端
的
御
用
指
支
二

　
糎
成
候
、
役
と
し
て
其
儘
可
指
羅
様
無
之
大
形
之
至
候
、
依
之
三
人
共
呵

　
捨
候
。

　
　
（
明
瀦
四
年
）

　
　
　
　
亥
九
月

⑩
　
　
　
覚

　
（
本
文
略
、
但
慕
永
四
・
五
年
夫
九
乞
讐
）

　
　
（
嘉
永
五
三
）

　
　
　
子
十
一
月
　
　
西
郷
天
心
　
　
　
　
太
　
　
　
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
郷
天
役
　
　
　
　
犬
山
万
之
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
吉
郷
天
役
　
　
　
篠
原
新
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
保
川
二
郷
天
役
　
中
原
忠
蔵

　
　
御
零
方

　
　
　
　
　
御
役
所

⑪

　
　
　
覚

（
本
文
略
、
但
嘉
永
　

（
嘉
永
二
年
）

　
酉
十
一
月

　獅
　代
御官
役
所

・
二
年
夫
丸
乞
筈
）

　
　
北
郷
大
庄
歴

　
　
　
　
犬
出
甚
右
衛
門
判

　
　
佐
保
州
嶋
郷
右
同

　
　
　
　
中
原
忠
蔵
判

　
　
西
郷
右
同

　
　
　
　
古
賀
勘
左
衛
門
判

三
　
町
役
庄
屋
の
職
壷

　
点
役
庄
屋
の
職
貴
に
つ
い
て
当
然
先
ず
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の
名
に
負

う
点
役
の
語
義
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
そ
の
職
責
が
実
際
上
は
多
岐
に
わ
た
る
と

し
て
も
、
少
く
と
も
点
役
は
そ
の
主
た
る
職
責
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
点
役
は
本
来
中
世
の
絹
語
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
れ
も
別
に
地
方
的

な
用
語
で
も
無
い
。
早
く
「
古
事
類
苑
」
は
雑
税
の
部
に
天
役
・
点
役
の
絹
例

を
示
し
て
い
る
。
戦
後
に
な
っ
て
大
塚
史
学
会
の
『
郷
土
史
辞
典
』
は
点
役
を

戦
國
時
代
乃
至
江
戸
時
代
に
お
け
る
雑
税
の
一
種
と
す
る
以
上
に
、
若
干
の
考

察
を
示
し
な
が
ら
、
な
お
明
確
な
定
義
づ
け
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
河
出

書
房
新
社
の
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
が
夫
役
に
微
発
す
る
こ
と
で
あ
る
と
断
定

し
た
の
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
引
例
さ
れ
た
志
賀
文
書
と
武
州
文
書

だ
け
で
は
、
或
い
は
点
役
の
藷
義
を
夫
役
の
賦
謀
と
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
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佑賀藩の点役方小庄屋（城島）

一
抹
の
不
安
を
感
じ
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
よ
う
な
不
安
に
対
し
て

は
、
私
は
門
多
久
家
藻
類
」
か
ら
一
連
の
文
書
、
　
「
水
ケ
江
光
円
寺
之
無
地
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

付
て
御
代
制
電
差
出
候
御
書
出
控
」
を
紹
介
し
て
置
こ
う
。
最
初
の
天
文
十
八

年
の
文
書
に
出
る
広
戸
の
語
義
は
、
こ
の
文
書
の
限
り
で
は
、
そ
れ
が
公
審
に

対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
以
上
に
は
明
確
に
定
義
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
に
せ

よ
、
こ
れ
を
次
の
永
禄
十
年
の
交
書
に
比
較
す
る
と
、
点
役
が
人
夫
を
召
語
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
は
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
中
世
の
点
役
は
古
代
の
租
硝
調
の
痛
に
当
る
夫
役
の
賦
課
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
近
世
の
佐
賀
藩
の
梢
語
と
し
て
の
点
役
は
依
然
中
世
の
語
義
に
於

い
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
佐
賀
藩
の
中
世
的

用
語
に
は
往
々
に
し
て
語
義
を
転
じ
た
例
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

点
役
に
関
す
る
限
り
中
世
の
語
義
が
生
き
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ご
代
藩
主
鍋
島
光
茂
の
家
督
相
続
の
遊
出
の
一
条
を
引
く
こ
と
で
足
り
よ
う
。

尤
も
近
世
も
後
期
に
な
る
と
、
点
役
庄
屋
が
顛
落
し
て
点
役
と
呼
ば
れ
、
新
し

い
藷
義
が
派
生
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
敵
役
庄
屋
の
主
た
る
職
貴
は
点
役
す
な
わ
ち
夫
役
の
賦
課
に
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
の
外
に
は
ど
ん
な
職
資
が
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
小
城
藩
王
の
大

庄
屋
で
あ
る
犬
山
家
文
書
に
「
大
小
配
分
御
点
役
方
小
庄
屋
勤
方
ケ
条
」
が
あ

⑭る
。
そ
の
内
容
は
全
く
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
、
更
に
末
尾
の
文
欝
に
は
「
右

之
外
御
政
道
糊
測
候
儀
万
事
」
と
さ
え
あ
る
。
し
か
し
数
々
の
条
文
の
中
で
、

村
の
行
政
の
上
で
極
め
て
重
要
な
本
米
・
口
米
の
取
立
て
が
数
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
別
に
石
方
庄
屋
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
条
文
の
中
で
「
諸
点
役
夫
丸
方
」
や
「
諸
御
通
路
御
通
筋
掃
除
其
外

夫
丸
方
」
が
夫
役
の
賦
課
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
と
し
て
、
　
「
反
米
夫
料
竹
叢
買

料
大
小
庄
屋
手
当
事
」
と
「
御
上
様
御
見
落
窪
六
部
已
上
相
廻
り
候
節
除
反
米

願
之
事
」
の
二
条
は
、
こ
れ
ま
た
夫
役
の
賦
課
に
関
係
し
て
、
点
役
庄
屋
の
重

要
な
職
責
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
に
は
か
な
り
長
文
を
要
す
る
の

で
次
節
以
下
に
ゆ
づ
り
た
い
。
そ
の
他
の
条
文
で
注
意
さ
れ
る
も
の
に
「
諸
運

上
銀
右
同
断
（
取
立
之
寮
と
，
の
一
条
が
あ
る
。
小
城
鍋
島
家
の
「
鍋
島
元
仁

年
譜
地
取
」
で
宝
永
二
年
十
月
の
条
に
、
か
ね
て
小
城
藩
か
ら
雄
藩
に
借
金
を

願
出
て
い
た
五
千
両
の
内
銀
百
貫
目
が
渡
さ
れ
、
こ
の
た
め
隅
じ
く
借
用
を
願

嵐
て
い
た
小
城
領
内
の
反
米
と
諸
運
上
の
本
藩
納
入
を
済
ま
せ
た
こ
と
が
晃
え

る
。
心
配
分
地
の
運
上
銀
が
本
藩
に
紋
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
一
例
で
あ

る
が
、
旧
佐
賀
藩
±
の
横
良
宗
蔵
は
、
「
明
治
一
一
十
七
年
談
話
筆
記
」
の
中
で
、

「
諸
運
上
ハ
大
配
分
ト
難
、
御
本
方
御
取
納
タ
リ
」
と
雪
っ
て
お
り
、
多
久
大

配
分
が
領
内
の
酒
屋
に
私
の
増
運
上
を
課
し
、
小
城
藩
が
領
内
の
紙
座
と
共
謀

し
て
運
上
を
私
申
し
た
例
等
を
不
法
行
為
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
大
配
分
の
運

上
に
つ
い
て
は
細
く
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
少
く
と
も
原
則
的
に
は
本
藩

の
収
入
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
つ
い
で
に
佐
賀
藩
で
殉
業
組
合
が
座
を
称
す

る
こ
と
は
紙
座
に
限
ら
な
い
。
矢
張
り
中
世
爾
語
が
残
っ
た
一
例
で
あ
ろ
層
）
。
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⑫

一
、
水
ケ
涯
光
円
寺
之
寺
地
二
塁
て
御
代
々
被
差
出
候
型
番
出
控

其
方
就
下
地
之
儀
御
癖
能
承
候
条
矯
一
行
候
、
供
役
等
難
事
者
涯
分
無

緩
被
根
勤
肝
要
候
、
又
公
事
之
儀
者
当
時
用
次
第
唐
銭
分
売
当
給
人
此

方
被
串
合
導
一
候
、
其
外
蓋
不
可
有
異
儀
候
、
恐
々
謹
言
。

　
（
天
女
十
八
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
避
拳
）

　
正
月
廿
五
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
信
判

　
　
木
下
伊
予
入
道
殿

其
方
下
地
職
之
目
口
鮨
承
候
、
被
竿
先
乱
撃
前
半
公
事
警
固
量
目
肝
要

候
、
於
其
上
若
為
当
給
人
人
夫
召
仕
之
由
仁
候
共
、
珈
不
可
解
分
別
候

永
禄
十
年
三
月
五
二

鎮
浅
藍

隆
信
判

　
　
　
　
　
光
円
寺
永
寿

⑬
　
鍋
島
光
茂
公
年
譜
地
取

　
一
、
百
姓
町
人
点
役
之
者
弥
邪
之
入
方
無
量
様
可
令
見
分
候
、
人
馬
大
分

　
　
二
仕
候
儀
、
下
々
及
迷
惑
却
て
為
国
家
に
も
不
一
成
事
候
条
、
費
之
儀

　
　
無
之
、
少
分
た
り
共
相
減
候
様
可
遂
吟
味
候
、
錐
然
差
当
り
召
使
候
ハ

　
　
て
不
腓
『
所
を
㎜
閲
候
儀
ハ
不
可
然
候
。

⑭
　
大
小
配
分
御
占
榊
伐
方
小
庄
屋
勤
方
ケ
条

　
一
、
宗
門
人
御
改
之
事

　
一
、
諸
法
度
之
趣
懇
昌
申
闘
、
月
筈
差
出
候
審

　
～
、
諸
御
通
路
御
逓
筋
掃
除
其
外
夫
丸
手
当
之
畜

　
一
、
御
糺
御
調
子
御
裁
許
其
外
御
呼
出
御
捕
者
御
翔
筋

　
一
、
公
事
訴
訟
其
外
諸
願
事

　
～
、
博
変
市
之
諸
勝
負
喧
嘩
口
論
無
之
様
露
髄
諸
取
〆
之
事

一
、
反
米
講
料
常
器
質
料
大
小
庄
量
料
取
立
之
事

一
、
諸
貫
銀
取
立
之
寮

一
、
諸
運
上
銀
右
同
断

　
、
御
切
手
願
丼
旅
人
滞
在
叢
濃
又
日
払
之
瑛

一
、
諸
見
分
事

～
、
配
水
之
事

一
、
水
畢
風
水
害
二
付
注
進
其
外
之
事

一
、
御
免
札
被
土
下
名
神
職
野
外
配
札
井
上
銀
早
事

一
、
神
事
法
会
之
筋

一
、
無
調
法
有
之
閉
戸
逼
塞
被
仰
付
候
簸
立
入
候
事

一
、
行
倒
春
諸
手
数
之
事

一
、
刃
傷
殺
害
溺
鍛
死
二
付
注
進
其
外

一
、
諸
点
役
夫
丸
方

一
、
二
物
方

一
、
径
還
筋
欝
又
郷
普
講
之
三

一
、
御
払
者
艦
付
手
形
之
事

一
、
盗
人
達
出
之
事

一
、
欠
落
者
諸
手
数

一
、
代
擁
舎
代
座
雛

一
、
　
御
」
∴
様
御
日
処
落
方
山
ハ
都
重
し
山
畑
脳
廻
り
候
嬬
珊
除
反
米
脚
醐
脇
之
三

一
、
人
改
料
米
取
立
之
螺

一
、
行
状
不
宜
幅
寄
出
之
事

一
、
長
寿
者
孝
行
奇
勝
者
調
子
合
達
出
之
事

　
右
之
外
御
政
道
相
懸
難
儀
万
盛
相
携
儀
御
座
候
、
以
上
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佐s｛藩の，点役プヲ／」、庄屋　（城ffii）

　
安
政
二
年
四
月
二
日

右
之
通
二
〆
郡
三
差
戯
候
爵

四
　
反
米
と
点
役

　
反
米
と
点
役
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
寛
政
元
年
の
佐
賀
藩
巡
検
録
で
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

大
町
村
の
条
を
億
載
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
巡
検
使
へ
の
応
答
に
、
反
米
と
は
百

姓
が
城
内
諸
役
所
の
夫
役
の
代
償
に
差
出
す
五
部
の
料
米
だ
と
の
説
明
が
あ
り
、

反
米
が
本
来
点
役
に
関
係
し
た
理
由
を
言
う
に
は
こ
れ
だ
け
で
も
一
応
足
り
よ

、
う
。

　
と
こ
ろ
が
薫
じ
巡
検
録
で
浜
町
の
条
で
は
、
五
部
の
夫
料
反
米
の
応
答
が
あ

り
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
上
大
町
村
で
の
反
米
と
殆
ど
同
文
と
言
っ
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

程
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
巡
検
使
の
来
藩
に
備
え
予
め
藩
か
ら
示
さ

れ
た
巡
検
使
応
答
の
御
含
み
書
に
従
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
五
部
の

料
米
の
名
は
反
米
と
も
夫
料
反
米
と
も
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
試
料

反
米
の
名
は
幕
末
に
は
す
た
れ
た
ら
し
く
、
史
料
に
見
当
る
名
は
少
く
と
も
管

見
の
限
り
専
ら
反
米
で
あ
る
。
尤
も
前
節
に
述
べ
た
十
五
部
の
夫
（
料
）
米
は

幕
末
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
五
部
の
塗
料
反
米
と
は
全
く
別
の
種
類
の

料
米
で
あ
る
。

　
五
部
の
黒
米
に
つ
い
て
の
二
通
り
の
呼
び
名
は
、
遡
っ
て
は
、
承
応
二
年
八

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

月
鍋
島
勝
茂
の
覚
書
に
反
米
と
あ
り
、
寛
永
十
四
年
三
月
勝
茂
の
覚
書
で
佐
賀

藩
の
臼
安
の
項
目
を
挙
げ
た
中
で
は
夫
料
反
米
と
あ
る
。
更
に
寛
永
十
一
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

月
勝
茂
の
夫
料
反
米
覚
に
な
る
と
、
籍
条
に
よ
っ
て
反
米
と
呼
び
夫
料
反
米
と

呼
ん
で
い
る
。

　
さ
て
夫
料
反
米
覚
で
、
蔵
入
所
は
一
石
に
五
升
宛
配
分
所
は
三
升
宛
と
あ
る

の
は
、
配
分
地
の
百
姓
の
反
米
の
負
担
は
蔵
入
地
の
百
姓
よ
り
軽
か
っ
た
と
は

考
え
に
く
く
、
こ
こ
で
は
塞
藩
に
納
入
す
る
分
だ
け
の
反
米
を
言
っ
て
い
る
ら

し
い
。
犬
山
家
文
書
の
聞
書
に
五
部
反
米
に
つ
い
て
「
此
内
三
部
者
上
納
、
諸

役
所
某
外
奉
公
人
之
給
米
也
、
二
部
者
領
主
納
、
．
是
又
諸
屋
敷
奉
公
人
右
同

断
扁
と
あ
る
の
は
幕
末
の
例
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
近
世
初
期
に
遡
っ
て
も
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
朔
暦
二
年
男
久
大
配
分
の
蔵
入
物
成
闘
安

に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
目
安
で
晶
帯
米
は
有
米
の
愴
度
六
％
に
当
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
四
部
編
笠
と
二
部
反
米
を
合
計
し
た
も
の
で
、
配
分
方
の
収

入
と
な
る
分
の
嵩
懸
物
で
あ
り
、
佐
賀
藩
で
は
六
部
口
器
と
も
呼
ぶ
も
の
で
あ

る
。　

こ
の
蔵
入
地
五
部
配
分
地
三
部
の
反
米
は
更
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
旧
佐
賀
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

士
鍋
島
保
脩
の
「
内
密
手
控
」
に
抜
抄
き
れ
た
「
寛
永
四
年
郡
代
へ
の
掟
書
」

に
つ
な
が
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
反
米
或
は
夫
料
反
米
の
名
で
な
く
、
単
に
夫

料
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
従
っ
て
こ
の
五
部
の
興
米
の
名
は
、
央
料
に
始
ま
っ
て
、
聞
も
な
く
反
米
又

は
夫
料
反
米
と
な
り
、
幕
末
で
は
反
米
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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佐
賀
藩
の
夫
役
に
つ
い
て
深
く
立
入
る
必
要
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

男
節
に
述
べ
る
十
五
部
夫
産
米
と
共
に
、
そ
の
前
に
始
ま
っ
て
い
た
五
部
反
米

も
本
来
は
差
料
米
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
そ
の
一
部
は
分
割
さ
れ
て
本
藩
の

収
入
と
な
っ
た
こ
と
を
言
え
ば
足
り
る
。
反
米
の
取
立
て
が
点
役
庄
屋
の
職
貴

と
さ
れ
る
こ
と
は
膚
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
反
米
に
つ
い
て
は
今
少
し
く
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
反
米
の
譜
が
や
は
り
中
世
的
な
解
語
で
あ
り
、
佐
賀
藩
の
初
期
に

は
、
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
例
の
外
に
、
反
米
或
は
反
銭
・
反
銀
の
語
の
用
例

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
最
も
早
い
例
で
は
、
慶
長
十
二
年
鍋
島
直
明
の
書
状
に
、
龍
造
寺
高
房
に
対

し
て
反
銭
の
躰
で
な
り
と
米
一
万
石
を
進
じ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
に
、
と

　
　
　
　
　
㊤

の
一
節
が
あ
る
。
続
い
て
慶
長
十
六
年
佐
賀
藩
は
名
古
屋
城
普
諸
手
伝
に
苦
し

ん
で
、
家
中
全
体
に
百
石
に
付
三
十
石
の
上
地
を
命
じ
、
更
に
反
米
返
納
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
お
い
て
百
石
に
つ
き
七
十
石
の
出
米
を
命
じ
た
。
こ
の
頃
か
ら
佐
賀
藩
に
対

す
る
城
郭
普
請
手
伝
の
下
命
は
屡
々
で
あ
り
、
忽
ち
佐
賀
藩
財
政
は
破
綻
し
た
。

元
和
七
年
龍
造
寺
一
族
の
四
象
は
再
度
の
三
部
上
地
を
行
っ
た
が
、
家
中
一
般

の
田
津
は
例
年
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
出
米
が
時
に
は
反
銭
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
反
銀
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
　
＝
一
の
用
例
を
挙
げ
る
と
、
　
「
水
江
事
略
」
に

「
寛
永
二
年
公
（
鍋
島
勝
茂
）
在
江
邸
、
欲
掛
七
分
反
銭
於
家
中
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

正
保
五
年
二
月
鍋
島
懸
濁
の
書
状
に
「
当
御
家
に
も
家
中
よ
り
三
部
被
召
上
、

其
外
度
々
反
銀
鼠
上
申
候
」
と
あ
る
．
管
見
に
入
る
反
銭
・
反
銀
の
爾
例
は
こ

れ
が
下
限
で
あ
り
、
そ
の
後
は
出
米
或
は
御
馳
走
米
の
名
で
あ
ら
わ
れ
る
。
と

に
か
く
家
中
の
出
米
を
呼
ん
だ
反
米
は
百
姓
が
負
思
し
た
五
部
反
米
と
は
区
配

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
慶
長
十
二
年
に
鍋
島
直
茂
が
工
磁
し
ょ
う
と
し

た
反
銭
の
形
の
反
米
と
は
中
世
に
つ
な
が
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
夫
墨
染

と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
五
部
反
米
を
中
世
に
つ
な
い
で
、
中
世
の
反
米
は
夫

料
米
で
あ
っ
た
と
言
お
う
と
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
特
に
断
っ
て
お
ぎ
た
い
。

⑮
　
寛
政
己
酉
巡
検
録
（
上
大
町
村
）

　
然
嚢
壱
石
二
付
、
何
米
何
程
相
懸
り
候
故
、
被
相
尋
候
門
付
、
反
米
と
申

　
敷
設
毒
言
二
五
升
絹
懸
り
申
嫉
、
興
米
之
鍍
者
何
一
一
玉
成
候
哉
と
被
網
尋

　
候
二
付
、
右
米
之
儀
者
城
内
諸
役
所
之
二
審
日
々
相
詰
候
而
春
、
百
姓
共

　
不
勝
手
口
有
之
故
、
料
米
を
差
出
別
二
人
を
糟
抱
被
下
候
様
、
先
年
願
二

　
依
飛
越
姓
之
代
り
手
蔓
と
申
、
右
料
米
を
以
被
糧
抱
た
る
儀
二
男
御
座
候
。

⑯
寛
政
己
酉
巡
検
録
（
浜
町
）

　
其
ハ
定
て
夫
料
反
米
稲
納
二
身
鼻
て
御
座
候
と
串
上
候
処
、
夫
春
何
の
米

　
筋
畠
欄
鋼
当
候
簸
肌
御
「
轡
昌
付
、
城
肉
目
轍
繭
処
犠
所
欄
之
遣
土
八
貝
々
哉
畑
胴
塾
㎎
候
で
、
ハ

　
遠
在
之
百
姓
難
渋
仕
候
故
、
料
米
を
欄
調
、
測
晶
入
を
被
三
口
被
下
候
様
、

　
先
年
一
塁
候
処
、
其
通
被
差
免
、
右
料
米
を
以
て
人
を
御
抱
二
相
成
候
て

　
城
内
夫
役
を
相
勤
来
二
一
「
付
、
其
忍
米
二
相
当
候
を
工
料
反
米
と
申
候
由

　
申
上
候
、
夫
ハ
何
程
相
納
候
概
御
尋
二
付
、
壱
石
ユ
付
五
升
宛
二
て
御
座

　
候
段
申
上
候
。

⑰
　
　
「
鍋
島
勝
茂
公
発
話
補
」

　
瞬
、
菖
姓
へ
憐
懲
議
事
、
壱
部
差
免
其
上
反
米
免
候
事
、
配
分
地
玉
穂
同
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佐賀藩の男役方小庄羅：（城島）

　
　
前
、
右
申
渡
候
時
口
上
可
入
。

　
一
、
反
米
指
免
候
ハ
・
人
夫
有
之
聞
敷
候
条
、
船
子
之
者
召
仕
可
然
事

　
　
承
応
二
年
夏
の
皐
越
と
大
雨
に
対
し
、
八
月
廿
二
摂
鍋
島
勝
茂
か
ら
家

　
　
老
に
宛
て
た
覚
書
で
あ
る
。

　
⑱
「
多
久
寂
書
類
」

　
　
　
諸
算
用
之
．
内

　
一
、
蔵
入
、
両
蔵
入
之
口
触
、
諸
与
切
米
地
目
日
米
売
小
物
成
地
、
闘
所

　
並
見
出
、
　
一
、
種
子
丼
未
進
（
以
下
但
償
絡
）
　
一
、
栄
の
引
残
、
　
一
、
金

　
銀
引
残
、
一
、
不
澄
切
、
一
、
女
共
銀
、
一
、
も
や
い
、
　
、
夫
料
反
栄
、

　
一
、
見
出
、
一
、
小
物
成

　
　
右
条
数
「
ケ
年
宛
之
算
用
被
相
究
候
大
爵
安
見
届
候
（
下
略
）

　
　
　
寛
永
十
四
年
三
月
廿
日
償
濃
守
御
印

　
　
　
　
　
　
　
　
多
久
美
作
殿

⑲
「
成
富
家
古
文
書
抜
抄
」

　
　
　
　
　
夫
料
反
米
覚

　
一
、
蔵
入
所
ハ
如
此
中
壱
石
ユ
付
五
升
宛
之
事

　
一
、
配
田
刀
諾
朋
ハ
認
識
出
丁
噌
増
石
晶
μ
判
一
二
升
｛
苑
ラ
伸
事

　
一
、
毎
年
反
米
可
皆
納
事

　
　
　
μ
他
損
毛
之
廊
†
帰
塁
＊
小
二
可
畑
…
懸
慕

　
一
、
反
米
方
臼
安
之
儀
、
米
冒
安
人
遣
巨
安
二
通
二
可
玉
璽
（
下
略
）

　
一
、
郷
夫
人
数
毎
年
凡
三
百
人
可
召
澱
事
（
付
略
）

　
一
、
夫
料
反
米
凡
九
千
石
之
内
、
右
三
百
人
之
扶
持
方
食
料
網
渡
候
（
下

　
　
略
）

　
右
無
掘
理
念
ヲ
入
墨
申
付
春
也
。

⑳

寛
永
十
蝋
年
十
月
二
日
信
守
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
富
＋
右
衛
門
へ

　
こ
の
覚
欝
は
数
条
を
抄
し
た
。

肥
陽
旧
章
録

明暦2年蔵入物成目安

　　　　　（多久大9“L分）

玉．地米

　　　　内

　落米

　否米

　　合米

　有米
　　　口糧米

　二口含米

　　　　内

　　米贔〆

　　石
5361，54244

351，5814

　7，565H

359，14651

5002，39593

300，14376

5302，53969

　　　　　　　123，32251

　　　　　　二成，麦二面納ル

　〆7角「米　　　5179，2171L8

　　　　已上

明暦2年9月18日　木村善兵衛

　　　　　　　　　中西孫兵衛

　　　　　　　　　多久杢之允

⑳
内
密
手
控

　
一
、
寛
永
四
年
郡
代
へ
之
御
史
警
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
為
夫
料
、
物
成
壱
万
石
嵩
付
、
蔵
入
孟
老
五
升
、
配
分
所
ハ
三
升
、
惣

　
　
百
姓
共
汐
差
出
、
・
郷
夫
召
仕
闘
敷
窺

　
　
　
伯
μ
遣
融
賦
濫
十
需
観
不
叶
爆
膿
ハ
羊
マ
恭
…
…
く
う
ん
｛
仕
四
川
ウ
占
者
二
魁
眉
を
｝
取
直
り
せ
胃
円
召

　
　
　
遣
事

　
　
内
密
手
控
は
貴
重
な
史
料
を
写
し
て
い
る
が
、
か
な
り
粗
雑
な
メ
モ
で

　
　
あ
る
。
こ
の
掟
書
に
し
て
も
、
物
成
壱
万
石
は
物
成
壱
石
の
誤
写
の
筈

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
最
初
の
為
夫
料
も
為
夫
料
反
米
で
は
無
か
っ
た
か
と

　
　
心
配
さ
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
　
「
多
久
籏
二
有
之
識
量
物
写
」
に
あ
る
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近
世
初
期
（
但
し
年
不
詳
）
の
文
書
に
も
夫
料
と
あ
る
例
が
あ
る
．

⑳
肥
陽
旧
生
録

　
一
、
江
戸
御
詰
の
間
御
不
弁
の
都
共
も
有
之
ま
し
く
候
、
　
（
中
略
）
右
エ

　
　
千
石
の
上
に
て
も
御
私
遣
も
し
も
御
不
便
に
も
思
召
ら
ん
と
存
知
、
親

　
　
類
談
合
申
僕
て
段
銭
の
体
に
て
成
共
米
一
万
石
進
之
麗
と
せ
ん
に
可
有

　
　
御
座
候
聞
、
県
「
を
以
思
召
醗
御
遣
被
召
使
候
者
共
の
御
ふ
ち
か
た
に
さ

　
　
せ
ら
れ
候
様
に
と
存
知
、
（
中
略
）
学
校
被
仰
候
は
、
段
銭
の
体
共
に

　
　
て
は
糧
続
か
た
く
被
思
召
候
聞
先
以
相
控
候
へ
と
候
つ
る
に
付
て
（
下

　
　
略
）

　
　
　
（
慶
長
十
　
　
年
七
月
エ
十
六
R
【
、
龍
造
出
フ
飯
家
宛
、
　
鍋
島
直
融
戊
書
状
）

　
　
　
龍
造
寺
隆
信
の
嫡
孫
高
募
が
不
遇
を
憤
っ
て
妻
と
心
中
を
図
っ
た
時
、

　
　
　
直
茂
か
ら
高
房
の
父
で
病
身
で
隠
薦
中
の
政
家
に
宛
て
、
鍋
島
氏
の

　
　
　
立
場
を
弁
舅
し
た
長
文
の
書
状
で
、
　
「
今
度
藤
八
郎
（
高
房
）
殿
御

　
　
　
腹
被
召
候
儀
誰
入
に
お
あ
て
二
成
候
や
」
と
逆
怨
み
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
訴
え
て
い
る
。

⑳
多
久
家
書
類

　
信
濃
守
凌
乱
郷
被
申
付
候
間
、
幸
昌
一
喫
令
啓
上
候
、
然
畜
当
領
分
之
儀

　
悉
皆
被
組
改
、
上
下
大
小
共
一
一
不
残
、
百
石
い
三
十
石
之
三
差
上
申
二
二

　
候
、
二
二
貴
様
御
知
行
之
儀
者
信
州
存
寄
を
以
、
以
前
笛
不
相
替
様
「
…
斗

　
被
串
付
候
、
次
エ
今
度
屠
州
御
普
請
過
分
之
入
召
付
蒲
、
家
中
借
銀
不
及

　
力
候
間
、
返
納
百
石
よ
り
七
拾
石
の
反
米
を
被
申
付
候
三
共
、
是
も
御
手

　
前
之
儀
春
差
迦
被
申
候
、
労
以
信
州
存
寄
不
大
形
三
条
、
其
御
心
得
尤
候
、

　
為
御
存
候
、
恐
撫
謹
言
。

　
　
　
霜
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
多
　
長
門
守
判

＠＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
主
殿
無
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
　
下
総
血
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諌
　
右
近
佐
判

村
　
八
助
様

　
　
人
女
御
中

信
濃
守
・
は
鍋
島
勝
茂
、
差
出
入
は
耀
造
寺
｝
族
の
翅
家
、
村
八
助
は
龍

造
寺
の
本
家
の
村
田
八
助
、
文
中
の
差
回
は
差
し
は
ず
し
と
読
む
。

水
江
事
略
は
延
宝
の
頃
に
編
纂
し
た
大
配
分
多
久
家
の
家
譜
。

鍋
島
元
茂
公
郷
年
譜
所
引
、
鍋
島
勝
茂
宛
。

五
役
米
と
点
役

　
御
点
役
回
小
庄
屋
勤
方
ケ
条
に
言
う
「
反
米
夫
料
竹
木
買
料
大
小
庄
屋
料
取

立
旧
事
』
の
中
で
、
夫
料
以
下
ほ
一
連
の
料
米
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
広
義
の
夫

料
米
で
あ
る
。
　
『
英
蓉
燭
話
』
風
の
言
い
方
で
は
役
米
の
取
立
て
で
あ
る
が
、

正
確
に
言
え
ば
役
米
に
対
す
る
正
米
の
取
立
て
で
あ
る
。

　
広
義
の
夫
料
米
は
佐
賀
藩
で
四
部
言
挙
・
五
部
反
米
に
鮒
し
て
十
五
部
夫
料

米
と
呼
ん
だ
も
の
で
、
地
米
高
に
対
し
一
五
％
の
高
縣
劇
物
で
あ
る
。
こ
の
時
地

米
は
役
米
と
呼
び
か
え
ら
れ
る
の
は
、
地
米
高
に
対
し
轡
夫
役
が
賦
課
さ
れ
、

す
な
わ
ち
地
米
高
が
三
役
の
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
広
義
の
夫
料
米
の
取
立
て
の
実
例
に
、
犬
由
象
文
書
か
ら
門
安
政
二
年

小
城
郡
北
郷
五
百
町
郷
三
臼
月
郷
御
点
役
除
綜
役
米
井
反
米
其
外
根
無
帳
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
A

大
配
分
江
里
山
村
の
分
を
引
用
し
、
分
り
や
す
く
整
理
し
た
表
を
併
せ
掲
げ
る
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⑳
B

こ
と
に
す
る
。
役
米
の
一
五
％
が
正
米
に
な
る
の
は
、
夫
役
は
地
米
高
一
石
に

夫
六
会
を
賦
課
し
、
夫
一
人
の
代
替
を
米
ご
升
五
合
と
計
煙
し
て
、
地
米
高
一

石
に
一
斗
五
升
の
夫
料
米
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
大
小
庄
屋
料
の
役
米
は
大
庄

屋
料
の
方
は
地
米
高
の
一
一
％
、
小
庄
屋
料
の
方
は
同
じ
く
三
％
を
計
算
し
た
も

の
で
、
鳥
ノ
子
羽
郡
方
条
目
に
地
米
千
石
に
付
き
二
百
石
・
八
百
石
の
点
役
と

か
、
宝
暦
六
年
郡
奉
行
勤
格
式
に
ニ
ノ
ロ
・
八
ノ
ロ
の
翠
蔓
と
言
っ
た
の
獣
こ

の
事
で
あ
る
。
竹
木
買
料
の
役
米
は
地
米
高
か
ら
大
小
庄
屋
料
の
役
米
を
控
除

し
た
も
の
に
○
・
一
〇
四
八
六
を
乗
じ
て
算
正
し
、
こ
れ
は
御
本
方
（
本
義
）

と
御
私
領
方
（
大
配
分
、
こ
こ
で
は
小
城
支
藩
）
の
間
に
一
対
三
の
比
で
分
割

さ
れ
る
。
以
上
竹
木
買
料
の
役
米
ま
で
を
控
除
し
た
残
の
役
米
は
い
わ
ぽ
狭
義

の
夫
料
米
の
役
米
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
藩
と
配
分
で
分
制
さ
れ
、
江
黒
山
村

は
大
竃
分
地
で
あ
る
た
め
、
そ
の
比
は
一
対
三
に
な
る
。
そ
う
し
て
本
荘
支
配

の
狭
義
の
夫
黒
米
は
折
半
し
て
、
半
分
が
抱
馬
料
と
し
て
納
入
さ
れ
、
半
分
は

地
元
の
村
に
預
け
て
躍
か
れ
る
。
つ
い
で
に
後
段
の
反
米
そ
の
他
の
取
立
て
に

つ
い
て
は
、
反
米
が
地
米
高
の
五
％
に
当
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
反
米
は
五
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

反
米
の
中
で
薄
粥
に
納
入
さ
れ
る
分
の
三
部
反
米
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
一
五
％

は
滅
免
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
結
局
地
米
高
の
三
％
の
八
五
％
の
数
字
に
な
っ

て
い
る
。
本
藩
納
入
の
分
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
の
竹
木
買
料
米

や
夫
料
米
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
前
段
と
較
べ
る
と
分
る
。
大
貫
物
米
は
大
庄

屋
の
給
分
と
し
て
、
延
享
四
年
に
新
し
く
追
加
さ
れ
た
も
の
で
、
江
里
由
赫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
北
郷
で
は
地
米
高
に
○
・
・
四
五
％
の
料
米
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
、
大
小
庄
屋
隠
米
や
竹
木
買
料
米
が
広
義
の
夫
料
米
に
属
す
る
こ
と
、

配
分
地
に
お
け
る
垂
木
買
料
米
と
狭
義
の
夫
料
米
は
反
米
と
同
様
に
本
藩
と
配

分
で
分
割
す
る
こ
と
は
大
体
使
え
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
広
義
の
夫
料
米

の
取
扱
に
は
年
代
に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
は
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
泰
国
院
様
年

譜
地
取
」
寛
政
二
年
四
月
の
条
で
見
る
と
、
先
年
の
野
夫
仕
組
に
際
し
特
に
従

前
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
と
言
う
高
来
郡
の
村
々
か
ら
「
自
余
大
配
分
並
、
役
米

帳
諸
除
差
引
、
役
米
之
四
ケ
壱
、
小
配
分
者
三
ケ
弐
之
掟
を
以
、
納
方
被
仰
付

候
様
」
と
願
出
て
い
る
。
こ
れ
は
小
配
分
地
に
な
る
と
、
狭
義
の
夫
駐
米
の
取

扱
が
本
営
と
小
配
分
で
二
対
一
の
比
で
分
割
し
た
史
料
に
も
な
る
が
、
ま
た
寛

政
二
年
を
余
り
隔
ら
な
い
頃
抱
夫
仕
組
す
な
わ
ち
夫
役
に
つ
い
て
の
改
革
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
犬
出
家
文
書
の
覚
書
に
、
今
後
肥
料
米
の
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

分
を
現
米
で
取
納
め
る
と
言
う
安
永
八
年
会
所
か
ら
の
達
書
を
写
し
て
い
る
の

に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
5
な
程
度
の
改
革
は
安
永
八
年
の
外
に
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
津
な
こ
と
は
こ
の
種
の
払
出
米
は
何

蒔
始
ま
っ
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
佐
賀
藩
に
は
本
来

夫
料
米
の
意
味
で
始
ま
っ
た
反
米
が
あ
り
、
承
応
二
年
夏
お
百
姓
に
反
米
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

除
す
る
こ
と
は
人
夫
が
無
く
な
る
こ
と
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
だ
当
時
は
十
五

部
の
夫
料
米
は
無
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
鳥
ノ
子
規
で
は
大

小
庄
屋
の
給
分
と
し
て
反
米
か
ら
鵜
与
さ
れ
る
分
と
は
胴
に
点
役
の
料
米
が
あ
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　　　　　石
　　　　98．27001．地米
内「徐孝紫米　　1．9654

　同ラ｛k　　　7．8616

　直射　　　　9．2741

G七内除町　　2．3185

岡米　　6．9556

β七正ラ｛ξ：　0。2948　　＝大こ庄ts）is｝

斐ヒil三；A一く・　1。1792　　ノ」、庄屋牽二

巴正米1．3911　竹木買料米
此正米0．3478　右者御上納リ，
　　御傾中道橋其外御遣料
止ヒェE米　　1．0433　　右一X御私領方

　　納り，竹論文酒米
　〆陽ミラ｛ミ…　＝tg．101】．

　残｛斐米　　79．！689

内役米19。7922　此正米
　　　　　　此内米
　　　　　　　　同

　毛彙潔ミ　59．3767

〆ル

2．9688

1．4844右ハ抱夫料納前
1。4844　右ノ、村方為持置

二面往還闇闇其外御役人
方荷送料，御上御支配
右上御私領方御支配

1．地米98．2700　此反米
米
同
隠
魚
同
割
同
齢
米

　
　
　
　
　
　
　
〆

2．5059

03478　竹木買料米
！。4844　夫料米

O．1179　小庄屋料一部引
0．2440　　tv一｝ii　ut継料

0．0372　郡方使無料
0。2950　大庄屋料
0．4422　大貫物米
O。2024　使前料
5．6768

つ
て
、
こ
の
時
に
は
十
五
部
央
料
米
が
始
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
5
。
そ
こ
で
問

題
に
な
る
の
は
鳥
ノ
子
帳
の
年
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
鳥
ノ

子
帳
の
最
初
の
成
立
は
或
は
む
し
ろ
承
応
二
年
よ
り
早
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
一
且
成
立
し
て
後
も
部
分
的
に
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
て
、
鳥
ノ
子
帳

の
関
係
条
文
の
年
代
は
結
局
勝
茂
が
殻
し
た
明
麿
三
年
よ
り
以
前
と
言
う
以
上

に
絞
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
⑳
A
　
安
政
二
年
小
城
郡
北
郷
五
百
一
帯
三
ケ
月
郷
御
点
役
目
掠
役
米
丼
反

　
　
米
其
外
根
据
帳
（
大
配
分
北
郷
涯
里
出
村
）

江里山村地米

　　　（石）

　　98．2700

大庄屋料（役米）　大庄屋料（正米）

L9654　xO．15＝O．2948
小庄麗料（役米）　小庄麗料（正米）

劃辮1隷職叢誌秘・響
地米　　　　大庄麗料（役米）

98．2700　×　O．02　＝一　1．9654

地米　　　　　小庄屋料（役米）
98．2700xO．08＝＝7．8616

地米　　大庄屋料（役米）小庄麗料（役米）　竹木車料（役米）
（98．2700－1．9654　一　7．8616）xO．le486＝＝＝9．2741

残役米　　　本藩支配夫料（役米）
79．1689　×　X　一＝　19．7922

｛　　　　　　大配分支配夫料（役米）
79．1689　×　．3／“　一59．3767

地米　　　　　　　反米（但本藩紬三部反米）
98．2700　×　O．85　x　O．03　一＝　2．559

地米　　　　　　大貫物米（大庄屋大貫物米）
98．2700xO．eO45＝＝O．4422

⑳
B
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⑳
　
犬
山
腰
文
雷
の
聞
灘
口
に
、

　
一
、
三
部
反
米
ハ
御
邸
地
米
よ
り
壱
部
半
張
引
候
残
米
三
ヲ
懸
ル
米
也

　
と
あ
る
。

⑳
　
国
じ
く
犬
由
家
文
轡
の
諏
書
に
、

　
但
大
貫
蟹
江

　
一
、
米

　
　
右
者
大
庄
屋
賄
翔
、
将
又
上
御
役
人
被
相
越
候
劒
賄
其
外
費
用
、
低
壱

　
　
万
石
以
上
且
以
下
ユ
爾
も
地
米
壱
石
二
付
五
合
貫
と
、
延
享
四
年
卯
七

　
　
月
虹
蔵
方
御
頭
人
岡
七
之
助
殿
よ
り
手
頭
目
掘
渡
、
　
（
中
略
）
寛
政
弐

　
　
年
戊
八
月
廿
五
日
又
日
御
改
格
相
成
、
惣
葡
当
郷
之
儀
八
千
石
以
下
二

　
　
付
、
以
来
地
米
罐
石
二
一
四
合
五
拘
相
懸
候
也
。

　
と
あ
る
。

⑧
　
安
永
八
年
亥
正
月
六
日
会
所
汐
左
之
通
被
桐
達
候
。

　
一
、
諸
郷
村
当
時
出
夫
多
、
耕
作
方
差
支
及
園
翻
意
肩
付
、
諸
配
分
共
、

　
　
夫
暴
露
之
内
半
分
之
処
現
米
ユ
面
繋
取
納
糧
成
儀
候
条
、
　
（
下
略
）

六
　
佐
賀
藩
の
行
政
と
三
役
庄
屋
の
立
場

　
佐
賀
藩
で
は
大
小
配
分
に
対
し
、
そ
の
配
分
地
の
本
米
・
口
米
を
与
え
た
が
、

反
米
と
竹
木
隠
料
米
・
夫
料
米
に
つ
い
て
は
そ
の
一
部
は
本
藩
に
収
め
、
運
上

銀
も
原
飼
的
に
は
大
漁
分
地
の
寺
上
に
至
る
ま
で
本
藩
に
収
め
た
。

　
し
か
し
配
分
も
大
配
分
に
な
る
と
、
相
当
広
範
囲
の
自
治
権
が
あ
っ
た
し
、

右
の
よ
う
な
税
制
は
溝
足
さ
れ
る
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
こ
と
に
小
城
・
蓮
地
・

鹿
島
の
大
配
分
は
幕
府
か
ら
は
藩
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
参

観
交
代
や
公
家
衆
接
待
役
そ
の
他
の
出
費
に
悩
ま
さ
れ
た
し
、
領
内
か
ら
の
税

版
の
一
部
が
本
藩
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
痛
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
運

上
銀
私
収
の
手
段
も
講
ぜ
ら
れ
た
が
、
反
米
や
竹
木
買
料
米
に
つ
い
て
本
藩
に

納
入
の
猶
免
を
願
出
る
こ
と
は
腰
々
で
あ
り
、
し
か
も
容
易
に
聞
燭
．
け
ら
れ
な

か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
配
分
地
の
小
庄
屋
の
中
で
二
方
庄
量
の
方
は
配
分
方
の
用
務
に
携

る
だ
け
で
あ
る
が
、
運
営
庄
屋
の
用
務
は
本
藩
と
配
分
方
の
両
方
の
用
務
に
携

お
っ
た
わ
け
で
、
従
っ
て
点
役
庄
屋
の
立
場
は
そ
の
上
役
で
あ
る
大
庄
屋
の
立

場
と
共
に
、
本
藩
と
大
配
分
の
関
係
が
対
立
す
る
と
そ
の
間
に
挾
ま
れ
て
微
妙

な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
『
小
城
郡
誌
』
は
小
城
大
配
分
の
大
庄
屋
に
つ
い
て
、
　
「
佐
賀
の
本
藩
と
は

何
等
か
の
関
係
あ
り
し
か
、
小
童
藩
内
の
幽
来
事
を
佐
賀
に
内
達
す
み
こ
と
あ

り
と
て
、
小
城
藩
で
は
厄
介
回
し
た
り
」
と
伝
え
て
い
る
。
小
城
藩
罰
帳
で
見

る
と
室
暦
十
一
年
正
月
、
北
郷
大
庄
屋
犬
山
兵
部
左
衛
門
と
平
吉
郷
大
庄
屋
篠

原
新
助
が
三
日
目
恒
例
の
矧
冤
に
罷
出
ず
蟻
り
居
っ
た
と
呵
捨
て
に
あ
っ
て
い

る
。
こ
れ
等
も
、
小
城
藩
が
領
内
の
大
庄
屋
を
処
罰
し
得
た
の
は
大
庄
屋
に
対

す
る
支
配
権
が
小
城
藩
に
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
反
面
大
庄

屋
の
行
為
そ
の
も
の
に
は
、
小
城
藩
が
日
頃
本
藩
の
威
勢
を
背
景
に
し
た
大
庄

屋
に
と
か
く
軽
侮
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
様
子
を
伺
わ
せ
る
。

　
そ
う
し
て
填
役
庄
屋
は
こ
の
大
庄
屋
の
腹
心
の
下
役
の
筈
で
あ
っ
た
。
　
『
小
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城
郡
誌
』
が
ま
た
点
役
に
つ
い
て
、
　
「
佐
賀
の
本
藩
と
何
等
か
の
関
係
あ
る
か

の
如
く
頗
る
勢
威
あ
り
て
」
と
俵
え
た
こ
と
も
肯
け
そ
う
で
あ
る
。

　
本
稿
は
昭
和
三
十
五
年
秋
読
史
会
大
会
で
の
研
究
発
表
に
補
訂
を
加
え
た
。

　
利
嗣
し
た
史
料
の
所
蔵
者
に
対
し
て
は
謹
ん
で
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
△
佐
賀
県
立
図
需
館

　
　
芙
蓉
旧
話
（
蓮
池
鍋
島
家
旧
蔵
）
　
・
水
江
購
略
写
・
鳥
ノ
子
帳
写
・
多
久

　
　
家
二
有
之
候
書
物
写
・
大
庄
屋
犬
山
家
文
書
写
・
成
富
家
古
交
書
抜
抄
・

　
　
内
密
手
控
・
鍋
島
勝
茂
公
譜
考
補
写
・
鍋
島
光
茂
公
譜
地
取
写
・
泰
團
院

　
　
様
年
譜
地
取
写

　
△
多
久
市
立
図
書
館

　
　
肥
陽
旧
章
録

　
△
佐
賀
鍋
島
家
内
庫
所

　
　
元
禄
五
年
郡
方
手
頭
・
多
久
家
欝
類
・
寛
政
己
酉
巡
検
録
・
明
治
二
十
七

　
　
年
談
話
筆
記

　
△
佐
賀
大
学
付
属
図
警
館

　
　
小
城
藩
日
記
・
罰
帳
・
郡
盛
事
帳
・
宝
暦
六
年
郡
奉
行
勤
格
式
（
以
上
小

　
　
城
鍋
島
家
旧
蔵
）

　
　
　
追
記

　
　
⑳
で
内
密
手
控
に
よ
っ
た
危
ふ
げ
な
引
用
は
、
そ
の
後
に
な
っ
て
寛
永
四

　
　
年
郡
代
江
之
仰
渡
之
御
書
付
を
佐
賀
鍋
島
家
内
庫
所
に
あ
る
泰
盛
院
様
御

　
　
代
御
垂
物
書
抜
の
中
に
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
や
は
り
「
為
夫
料
物

　
　
成
壱
石
二
付
而
…
」
と
あ
る
。

嬬コ　松　 瑛鞠　城　 フiく

執
筆
者
紹
介

秋
　
宗
　
康

河
　
原
　
由

新
村
祐
一

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
正

石

山波島津川
村

栄

吉哲宏護祥朗・郎郎子

京
都
大
学
大
学
院
学
生

福
岡
大
学
教
授

京
都
大
学
大
学
院
学
生

京
都
大
学
助
教
授

佐
賀
大
学
助
教
授

京
都
大
学
大
学
院
学
生

立
命
館
高
等
学
校
教
諭

京
都
大
学
助
手

春
意
大
学
助
教
授
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　　　　　　　　　　　　Tenyaleukata－leosh∂ya　頭役方ガ、庄屋

　　　　　　　　　　　　in　the　Saga　佐賀　Clan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masayoshi　J6shima

　　Two　Kosh6yα小庄屋，紛6履α一sh6ya名方庄屋and：re．昭α勲s吻α

点役庄屋，were　put　over　each　village　in　the　distributed　lands　Chi－

gy601星夢知行S也）　villages　of　the　Sa8a　clan．　Origi1ユally　Tenyaleu－sho”ya

was　superior　to施ん罐α∫α一31zのα石方庄屋，　but　gradually　it　was　over．

whelmed　by　Koku7eata－sγdya，1ater　Iost　its　rank　as　a、κoslzのα，　and

in　the　la亡e　Shogunate　period　arranged　into　G6　eSil，　being　hold　by　a

　　　　　　　　　　ム
concurrent　Oslz6ッ4．大庄屋：in　many　casses，　In　the　main　tasks　of　Ten一

ツahu－s1吻αwere　ilnposition　of　labor　service，1evy◎f　not　only　Fury∂lnai

夫料米but　Tanmai反米which　originally　meant　Ft〃ry6mai，　O－leosho”ya一γy6

大小庄屋料，and　ClzileuboleuleairN6竹木買料，　or　levy　of　Unfo”gin運

上銀and　others　free　o£　labor　service。　These　were　partly　or　all

kinds　of　the　Clnan’s　revenue，　and　of劾slz6ツαin　the　distributed　lands

Tenyaleu－31zのσwas　of　the　clan，　but　a　large　distribated　land　had　a

considerably　large　self－government　then　the　situation　of　Tenyafeu－shoAya

in　the　la．　rge　distribttted　lands　seemed　to　be　delicate　between　two

factors．

　　　　　　　　　　Establishment　of　San－ssit－shih三司使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reformation　of　T‘ang唐and

　　　　　　　　　　　　　　　翫π9宋and　Shih－chih使職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mamoru　Tonami

　Shih－chilz使職，　Chieh－tu－shih　食蒼度使，　Tu－chih－shih　度支使，　and　S］zu－

mi－sh，ih櫃密．使，　the　officials　without　constitution　after　the　middle

of　T‘ang唐，　were　established　in　order　to　meet　th臼social　change

and　to　strengthen　the　monarchy．　　’工’hese　Shih－chih　使聯1，0riginated

fro皿huan一んuan　窪官，　played　an　important，k，role　in　dissolving　the

Medieval　aristocracy　and　creating　a　new　society　after　Sung宋．
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