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〔
要
約
日
　
近
世
中
期
の
加
賀
藩
領
に
お
け
る
米
作
艇
業
に
つ
い
て
、
生
産
力
発
展
の
様
相
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
当
時
に
一
般
的
に
成
立
し

た
小
農
昆
経
営
様
式
に
根
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
底
部
と
な
っ
て
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
生
産
畜
力
の
変
化
を
、
さ
し
あ
た
り
男
女

労
働
力
と
耕
作
語
数
、
肥
料
と
饅
具
の
種
類
、
稲
と
収
獲
量
、
耕
作
方
法
と
そ
の
体
系
、
農
業
生
産
性
な
ど
か
ら
検
討
す
る
と
、
多
肥
集
約
化
の
方
向
へ

発
展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
生
産
力
発
展
は
ま
た
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
・
貨
幣
経
済
の
一
定
度
の
発
達
、
農
村
労
働
力
の
流
動
・
形
態

変
化
と
関
連
し
て
い
る
。
小
農
民
経
當
は
こ
の
よ
う
な
諸
発
展
を
突
堤
と
し
て
は
じ
め
て
一
般
的
に
茎
立
し
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
直

ち
に
新
し
い
農
民
層
分
解
の
中
へ
追
い
や
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
上
の
大
き
な
変
化
と
、
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
多
肥
集
約
化
の
発
展
と
の
歴
史
的
意

義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
〇
巻
【
号
　
一
九
六
七
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
小
論
は
、
加
賀
藩
領
に
お
け
る
近
世
中
期
の
生
産
力
発
展
の
内
容

を
検
討
し
、
そ
の
意
味
を
当
時
の
小
農
民
経
営
の
成
立
と
関
連
さ
せ

て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
．
い
い
か
え
れ
ば
、
小
農
民
経
営

成
立
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
産
力
的
基
底
部
分
と
の
関
連
面

を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

　
加
賀
・
能
登
・
越
中
三
國
に
わ
た
る
加
賀
公
領
の
農
業
生
産
技
術

に
つ
い
て
は
、
清
水
隆
久
幾
の
『
近
世
北
陸
農
業
技
術
史
』
、
安
田

健
薦
の
「
加
賀
藩
の
稲
作
」
（
冒
本
農
業
発
達
史
』
刷
巻
上
）
の
研
究
が
あ

る
。
両
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
ら
は
多
い
が
、
小
論

で
は
両
氏
の
研
究
成
果
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
新
し
い
史
料
も
一
部
補

っ
て
、
小
農
民
経
営
の
成
立
と
の
関
連
に
主
点
を
お
い
て
生
産
諸
善

発
展
の
特
微
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
力
は
全
面
的
に
検
討

さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
主
要
な
諸
変
化
を
追
求
し
て
得
ら
れ
た
個

々
の
事
実
か
ら
総
合
し
て
、
発
展
方
向
が
多
中
郷
二
化
で
あ
る
こ
と
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を
た
し
か
め
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
産
力
の
総
合
的
指
標
で
あ
る

耕
作
方
法
の
体
系
と
農
業
生
産
性
と
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な

・
い
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
生
産
力
発
展
の
意
義
の
把
握
が
生
産
力
農

体
の
検
討
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
生
産
諸
関
係
と
の
関
連
で
と

ら
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
小
農
民
経
営
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
加
賀
藩
領
の
場
合
を
佐
女
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

潤
之
介
玩
が
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
な
ど
で
考
究
し
、
鋭
く
問

題
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。
小
論
も
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
と
こ
ろ
が

す
く
な
く
な
い
。
佐
々
木
氏
は
、
こ
こ
で
も
と
り
扱
う
農
業
経
営
費

計
箪
の
史
料
に
よ
っ
て
「
農
業
生
産
力
を
具
体
的
に
農
民
の
存
在
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

態
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
」
し
、
〃
家
父
長
制
的
複
合
家
族
経
営
”

が
崩
壊
し
て
〃
小
農
〃
経
営
が
自
立
す
る
こ
と
の
論
理
を
追
求
し
て

お
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
わ
た
し
も
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、

た
だ
史
料
の
解
釈
と
操
作
の
ち
が
い
を
は
じ
め
、
論
理
構
成
で
も
佐

々
木
民
と
は
相
違
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
理
上
の
差
異
は

細
か
な
点
で
種
々
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
々
指
摘
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど

生
産
的
な
論
議
で
は
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
細
か
な
差
異
は

史
料
の
解
釈
・
操
作
上
の
差
異
に
か
か
わ
る
点
が
多
い
し
、
ま
た
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

女
木
氏
が
「
一
七
世
紀
に
お
け
る
農
業
生
産
力
発
展
の
様
相
し
を
分

析
さ
れ
た
の
に
対
し
、
わ
た
し
は
む
し
ろ
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八

世
紀
末
に
い
た
る
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
主
点
を
お
い
て
い
て
、

小
論
は
佐
々
木
氏
批
判
の
た
め
だ
け
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
比
較
的
主
要
な
相
違
点
に
つ
い
て
云
え
ば
一
そ

れ
は
小
論
の
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
結
論
な

い
し
論
理
的
展
望
を
先
に
云
う
こ
と
に
な
る
が
一
、
そ
れ
は
、
小

農
罠
経
営
が
、
農
民
年
商
贔
経
済
に
さ
さ
え
ら
れ
て
多
肥
集
約
化
の

方
向
性
を
も
つ
生
産
力
発
展
を
、
と
に
も
か
く
に
も
ふ
ま
え
て
は
じ

め
て
〃
自
立
〃
し
え
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
性
格
づ

け
を
考
え
て
い
る
と
い
う
、
小
論
の
構
成
自
体
に
か
か
わ
る
点
で
あ

る
。
切
高
仕
法
は
〃
小
農
自
立
〃
の
指
標
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

小
農
民
経
営
の
霞
立
1
1
小
農
民
経
営
の
分
解
（
農
民
層
分
解
）
で
あ

っ
て
、
佐
々
木
氏
の
よ
う
に
「
『
小
農
』
経
営
の
満
面
開
花
の
状
況

　
　
④

を
み
る
」
だ
け
で
は
、
以
降
の
時
期
へ
の
展
望
と
し
て
は
片
手
落
ち

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
小
論
は
具
体
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
、
　
（
『
）
農
業
生
産
に
つ
い
て
経
営
費
を
モ
デ

ル
計
弔
し
た
史
料
を
使
っ
て
…
七
世
紀
中
期
と
一
八
世
紀
と
の
全
体

的
な
講
成
の
特
徴
を
と
ら
え
、
生
産
撃
力
お
よ
び
農
業
経
営
上
の
主
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多肥集約化と小農民経営の自立（上）　（高沢）

要
な
聞
題
の
所
在
を
知
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
内

容
的
な
検
討
に
入
る
が
、
最
初
に
（
二
）
農
書
類
そ
の
他
を
使
っ
て

生
産
力
の
変
化
の
諸
様
相
を
、
さ
し
あ
た
り
耕
作
労
働
力
数
と
耕
作

馬
数
、
肥
料
、
農
具
、
耕
作
方
法
の
体
系
、
種
籾
と
稲
、
農
業
生
産

性
に
つ
い
て
願
次
検
討
す
る
。
こ
う
し
て
生
産
力
的
側
面
を
一
応
た

し
か
め
た
上
で
、
そ
の
な
か
で
提
起
さ
れ
て
き
た
遍
満
経
済
の
発
達

と
小
農
民
経
営
自
立
の
聞
題
へ
す
す
む
。
も
っ
と
も
、
小
論
の
か
ぎ

り
で
は
こ
れ
ら
は
不
十
分
に
し
か
扱
わ
な
い
が
、
　
（
三
）
商
品
経
済

の
発
達
に
つ
い
て
は
、
菜
種
・
た
ば
こ
・
麻
苧
・
野
菜
な
ど
の
商
晶

作
物
生
産
に
つ
い
て
ご
く
一
般
的
に
し
ら
べ
る
と
と
も
に
、
と
く
に

農
村
労
働
力
の
移
動
と
農
業
奉
公
人
不
足
現
象
に
注
意
す
る
。
最
後

に
（
四
）
小
農
民
経
営
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
経
営
の
没
落
騒
小
規

模
化
の
進
行
と
切
場
仕
法
な
ど
の
領
主
の
政
策
に
関
連
し
て
、
さ
し

あ
た
り
必
要
な
指
摘
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
止
揚
し
転
換
さ
せ
た
と

こ
ろ
に
多
肥
集
約
化
を
基
底
に
ふ
ま
え
た
小
農
民
経
営
の
自
立
と
そ

の
新
た
な
分
解
の
進
行
が
あ
る
こ
と
を
、
全
体
の
ま
と
め
と
展
望
に

か
え
て
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

①
昭
和
三
九
年
　
○
月
、
お
茶
の
水
書
房
刊
。
な
お
佐
々
木
氏
に
よ
る
同
様
の
分

析
は
、
そ
れ
以
前
に
、
　
門
違
…
謂
『
近
世
本
百
姓
画
1
1
属
隷
片
酌
小
戸
畏
肉
【
立
の
経
済
一

的
条
件
」
（
『
史
学
雑
誌
隔
六
八
の
九
、
昭
和
三
四
年
〉
お
よ
び
「
近
世
擬
　
村
の
成

立
し
（
岩
波
講
窪
『
日
本
歴
史
臨
近
世
2
、
昭
和
三
八
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
問
、

部
分
的
修
正
も
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
＼
で
は
佐
々
木
氏
の
見
解
は
一
応
本

文
中
に
掲
げ
た
著
書
だ
け
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
と
く
に
そ
の
〔
綱
鋼
分

析
B
〕
　
（
九
九
頁
以
下
）
が
当
面
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。

②
③
④
　
同
識
九
九
頁
。

一
、
農
業
経
蛍
費
構
成
の
変
化

　
本
節
の
目
的
は
、
三
号
期
か
ら
天
明
期
ま
で
の
農
業
経
営
費
に
つ

い
て
、
モ
デ
ル
計
算
し
た
史
料
を
使
っ
て
全
体
的
講
成
と
そ
の
変
化

を
し
ら
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
次
節
以
下
で

の
生
産
諸
力
の
発
達
や
経
営
の
性
格
の
分
析
の
た
め
の
手
が
か
り
を

得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
節
は
、
小
論
の
導
入
部
に
あ

た
る
。

　
最
初
に
、
こ
こ
で
使
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
ま
ず
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
も

暦
期
の
史
料
は
、
草
生
百
石
改
作
入
用
詰
り
と
名
付
け
う
る
も
の
で
、

草
高
一
〇
〇
石
当
り
に
、
換
算
し
た
農
業
経
営
の
諸
経
単
費
が
モ
デ

ル
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
改
作
法
に
際
し
て
免
（
定
免
）

率
を
き
め
る
た
め
の
参
考
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
数
値
は
個
別
具
体
的
に
も
抽
象
的
に
も

草
高
一
〇
〇
石
規
模
の
経
営
の
費
用
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
経
営

3　（3）



能州四郡田地之國

草高100石　此田数6町6反6畝20歩　但1反
　　　　1こイ寸1石53卜t’〈1

此出来米130召上細1歩に6合5勺宛

　内，52石　4歩当り　免にして可上分

　　78石　6歩当り　百姓作徳米

内，改作入用之覚

s．ooo

10．000

　625

　950

14e

400

175

600

　50

　20

　90
9．000

1o，soe

12，390

5．000

s．4eo

750

1．000

8．64e

s．4eo

1．860

種籾10石代（1反に1斗5升）

尿代（1反に1斗5升）

鋤5から代12匁5分（1柄に2匁5分宛）
鍬7圏丁6こ（内4丁新鍬代1溝ミ8斗・，　3丁目
き’カ、るナ1斗5チト）

子柄7丁代　（1丁｝こ2升宛〉

真鍬5塾代（1柄に8升宛）

鎌7丁代（1丁に2升5合宛）

臼4素論（1柄に1斗5升宛）

箕5つ代

籾逓し驚2つ代

米通し3つ代

罵5疋飼料（3・‘i月1B1升5合，9
月より居る2月迄5合宛，5月より8月
迄は草にて下描）

男7入給米（1人に1石5斗）

男7人年中飯米（2・3・4・8月は1入1
升宛，残8ヵ月3合宛）

女5人給米

女5人年中飯米（4・8・9　・エ0月1人5合
宛，残8力肩2合宛）

塩1石531“　　　　　　　　　　　〔イ也1〕

味博覧　　　　　　　　　　　　〔他1〕

年寄・子洪・浮人12人飯米（1入2合宛，
但，25石高之百姓4入程之園り）〔他1〕

男女12唄うき人着類代　　　　〔飽1〕

十村鍬米，村肝蕪・番頭給米，其他百姓
4人之小遣米　　　　　　　　〔他2〕

　石
S7s．ooe　（xrr）

「右者加越能三州共図り方也」

規
模
の
大
小
の
差
は
考
慮
せ
ず
に
、
そ
の
地
域
に
標
準
的
・
一
般
的

な
蜜
時
の
経
営
諸
費
用
を
、
た
だ
草
高
一
〇
〇
石
当
り
の
額
に
換
算

し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
こ

の
史
料
は
三
種
あ
り
、
『
能
州
四
郡
田
地
之
図
』
、
　
『
能
美
郡
里
方
田

所
之
図
り
』
お
よ
び
地
域
名
を
記
さ
な
い
『
草
字
百
石
改
作
入
用
図

　
　
　
　
　
　
　
①

り
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
能
州
四
郡
の
も
の
は
年
代
不
詳
で
あ
る
が
、

形
式
、
内
容
と
も
他
の
二
種
と
ほ
父
同
じ
基
準
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
末
尾
に
は
「
右
齎
加
越
能
三
州
共
図
り
方
也
」
と
あ
っ

て
、
加
賀
・
越
中
と
同
じ
基
準
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か

ら
、
こ
れ
を
同
年
代
の
も
の
と
推
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
あ
と

の
二
種
に
つ
い
て
は
す
で
に
佐
女
木
潤
之
介
氏
が
紹
介
・
分
析
し
て

お
ら
れ
る
が
、
た
だ
一
部
に
誤
り
が
あ
り
、
ま
た
、
小
論
の
以
後
の

分
析
上
必
要
な
の
で
、
わ
た
し
が
校
訂
し
た
も
の
を
表
形
式
に
整
理

し
て
掲
げ
て
お
く
（
表
－
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
う
ち
地
域
名
を
記
し
て
な
い
も
の
を
佐
女
木
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
砺
波
郡
の
も
の
と
き
め
て
分
析
を
す
す
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
加

越
能
三
州
全
体
（
正
確
に
は
加
賀
藩
領
全
体
〉
に
共
通
す
る
、
そ
れ
だ

け
一
般
化
さ
れ
た
改
作
入
用
図
り
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
こ
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多肥集約化と小農畏経営の自立（上）　（高沢）

表1　明暦期，草：趨百石改作入用図りの内容

草高否石改作入用國り　（三州金体）

草創1GO内分 堅田・沼田共平均

3．500種麹7石代（王反に1斗5合宛）

10，000銀代（1反に1斗5升宛）

　700鋤4柄代（1栖1匁5分，身すぎ1匁，
　　　　ねり捧4分，へらたsら6分）

　960．鍬8丁代（内，4丁新鍬2斗宛，4丁！1、
　　　　さき4升宛）

　200鍬柄8丁代

　200まくわ4から代

　200　カ、ま8丁

　400すり臼2から代
　100　箕5つ唇こ

　30融通し籠2つ代
　10G卦ミとをし3つf黛

10．560馬4疋分飼料（3・4月5合宛，5・6・7
　　　　月3合宛，8月より明る2据迄7合）

16．000男8人給米（1人2石宛）

17．28G男8人1年の飯米（1入1F－16合宛）

4．000女4人給米（1人1石宛）

4．320女4人1年の飯米（1人3含宛）

　750　塩1石5斗　（1黙4合宛）　　　　　〔他1〕

1・000味ロ壁代　　　　　　　　　tt〔他1〕

1．500薪代（1月より7月迄）　　　　〔他1〕

　　蕊　　　　　　　　　　石

〆71．800但1反に1．077宛

「外，馬飼料孚1：八月より暮迄の薪はぬか・わら

を翻り，ゆるこ・めらしは給物井茶・酒・居屋

敷地子に可仕分，米1贋に付弐拾冒宛」

「右，明暦三年三月十八臼御夜詰に，中村久越

御取次二葡改作入用麟り被弼上，向後此IX　｝に

心得免究可仕旨被仰嵐候類」

能美郡里方田Fft之図り

　草高10G石1　但1歩に付7合有米として

1内，凹凹・口細引（中略）

11。晶咄懸

　　　石
　　内，43．840　定例4歩の米

　　　65．760　百姓作徳6歩の米（中略〉

入用米の図り

2．000

Z500

2．100

16．740

4．eoo

5，000

1．000

1．000

300

1．ooe

2．000

1．000

2．000

2．eoo

種（内1石5斗籾，5斗大豆・小璽・大角
　豆）

男6人給米（1人に1石250合）

女3人給米（1人に7斗）

男女9人飯米（12カ月分，盤月により不
　同御座候，不足はざこく宛）

馬3疋飼料（9力拷分，5月より7月迄
　草戸斜）

諸麟培代

すき，其外馬の鞍諸衷入用

鎌・鍬入糀（6人分）

摺臼代

味噌大豆類代一

菜・大根田代

塩押

薪山代

さつき又は遊臼の入用

〔他1〕

〔麹1〕

〔他1〕

〔他1〕

〔他1〕

外9人浮人・年寄・子供，高30石持の百姓3人

分程の宛して

2．700

　500

4．200

1．000

着類代

茶代

〔飽1〕

〔他1〕

米繊来不申，居屋敷培土仕る堀等，僅30・
石高の薫姓3人分の隠iにして　〔他2〕

肝煎・小走りの手間，鍬米その他小出（避
力）等に可成分　　　　　　　　　　　　　　〔他2〕

　　石
／56．040

「右國り上申候，以上

　明贋三年三月十三B　壊溺村五郎兵衛」

備考）　〔他1〕，〔他2〕は，のちに表3で統計的にまとめる際の記号。
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の
史
料
は
砺
波
郡
以
外
の
地
域
か
ら
も
採
取
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
地
域
名
を
記
さ
ず
、
内
容
か
ら
も
砺
波
郡
と
推
定
で
き
る
も
の

は
何
も
な
い
。
そ
の
末
尾
の
文
章
も
他
の
二
種
と
は
異
な
り
、
地
域

名
を
記
さ
な
い
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
れ
は
お

そ
ら
く
、
能
州
四
郡
、
能
美
郡
で
（
ま
た
、
そ
の
他
の
地
域
で
も
）
、
各

地
域
の
モ
デ
ル
計
算
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
三
州
共

通
の
も
の
を
作
成
し
、
藩
へ
提
出
し
て
免
ぎ
め
の
公
的
な
計
算
基
準

な
い
し
参
考
と
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
末
尾
の
文
中
に
「
向

後
此
図
り
に
心
得
、
免
罪
可
仕
旨
被
仰
出
屈
辱
」
と
あ
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
史
料
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
の
三
種
の
ほ
か
に
、
同
じ
く
経
営
費
構
成
の
わ
か
る

一
八
世
紀
の
史
料
三
種
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
永
四
年
の

『
耕
稼
春
秋
』
に
「
石
川
郡
中
の
里
、
草
高
五
百
愚
計
の
中
の
村
に

て
、
草
高
五
拾
石
所
持
の
中
百
姓
、
高
命
残
耕
作
す
る
も
の
、
農
人
男

女
・
人
馬
毘
子
給
銀
、
糞
入
用
の
大
図
」
（
鷺
次
で
は
「
農
人
入
用
中
部
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
、
新
開
に
際
し
て
草
戸
百
石
当
り
の
入
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
藩
側
で
基
準
計
属
し
た
安
永
九
年
の
『
開
作
内
考
』
、
天
明
六
年

の
砺
波
郡
に
お
け
る
平
均
的
な
経
費
を
藩
側
へ
報
告
し
た
、
撃
高
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

石
『
耕
作
入
用
平
均
直
覚
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
新
発
見
の

史
料
な
の
で
、
校
訂
し
て
表
形
式
に
整
理
し
た
も
の
を
掲
げ
て
お
く

（
衷
2
）
。
　
こ
の
三
種
は
そ
れ
ぞ
れ
計
算
方
法
や
書
式
が
こ
と
な
り
、

と
く
に
『
開
作
内
灘
』
は
作
成
羅
的
も
ち
が
っ
て
い
る
な
ど
の
た
め
、

梢
互
の
比
較
は
困
難
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
時
期
的
変
化
を
み
る
た
め
に
明
暦
期
と
一
八
世
紀
と
の

比
較
に
重
点
を
お
く
が
、
両
者
の
間
に
も
史
料
の
性
格
と
形
式
に
ち

が
い
の
あ
る
こ
ど
は
上
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
注
意
す
べ

き
こ
と
は
、
明
暦
の
能
美
郡
と
能
州
四
脚
で
は
、
ま
ず
出
来
米
（
実

収
量
）
を
記
載
し
、
そ
れ
を
四
公
六
民
に
分
け
た
上
で
、
百
姓
得
分

の
限
度
内
で
経
営
費
が
見
つ
も
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
領
主
の
貢
租

確
保
の
意
志
が
う
か
が
わ
れ
（
袈
－
）
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
三
州

全
体
の
免
ぎ
め
の
基
準
計
鋒
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
史

料
隠
然
と
現
実
の
経
善
書
と
に
一
定
の
遊
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
改
作
入
用
図
り
の
経
営
費
合
計
が
百
姓
作
徳
分
に
余

剰
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
を
直
ち
に
農
民
的
余
剰
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
改
作
入
用
図
り
の
作
成
自
体
が
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

剰
余
労
働
搾
取
を
め
ざ
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

同
様
に
、
改
作
奉
行
岡
田
是
助
へ
提
出
し
た
天
明
六
年
砺
波
郡
の
入

用
平
均
も
、
出
来
米
を
一
〇
八
石
に
し
か
見
積
ら
ず
（
こ
の
年
が
不
作
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1多肥集約化と小農罠経営の自立q二）　（高沢）

表2　天明六年　耕作入用平均之覚（砺波郡）

108石　草高100石の出来米（1歩に4合5勺有米）　（中略）
　　　石

内’ F：：雛灘翻・詳細ま三略・

此内

石
1．4eO

　420

　400

　70
　230

　210

　7e
1．620

9．600

1．40e

1．500

yeoo

1．eoo

　4eo

　550

　300
12．900

700

6．20e

820

25e

900

3．240

諸田打銀輪御郡用水打銀磨製7曙（1石に50琶質にして）

御普諮丼用水水下人足30人掛日用銀21匁（　〃　）

御郡用水願村格銀20目（　ク　）

馬下シ米御定賃銀二而持運ヒ不申二付御郡余荷銀3匁5分（　ク　）

定作食返上米

往還出作リ井雪割人足賃米

御蔵下敷米

軍籾3石240合代（1反に叡5升宛）

男8人給米（1人に1石2斗宛）

女2人給米（1人に7斗宛）

馬3疋買申砺，追銀代見図り井伯楽給米共

鍬8丁追銀井焼手間＃鍬から代

鋤・まんくわ代＃鋤さし手闘，馬のくら代等入用

鎌3通り，24丁追久井焼手間

摺臼・とうミとふし・箕・稲こき代等

尿桶等修覆入用

〔他2〕

〔他2〕

〔他2〕

〔他2〕

〔他2〕

〔他2〕

〔他2〕

削合銀，居屋敷畑引，櫓脚1反に付10匁宛。干鰯3俵図り645匁（1石に5帽買にして）
　其外土尿・馬糞撮欄用候

出草代

用水仕込料米・木戸莚縄・涯掘入足賃米井井肝煎給米　　　　　　　　　　　　〔他2〕

村肝煎給米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔他2〕

ラ凌拘り給i｝IE：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔イ也2〕

塩6俵代45匁（1石に50目買にして）　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔他1〕

馬3疋の飼料（9ヵ月分1日4合宛の図り，5鍔より7月迄草飼料，其外稗等棺用ヒ串
　候）

X45．180

　　石
門而9．240「一．，田々御上米返上。一，殿様御通之砺転馬等余内銀井組平均銀，御普請所自普講

　湖月等入用・鍬役米等。一一，居屋敷甜菜大根畑等年貢米。一，開作方へ懸り候男八入女弐人〆

　拾人十ニケ山分飯米之義，平均男壱人一H賜合冊壱入一日三合図り晶晶而も年中捨三石田斗五

　升聞入申義ユ御座候得共，右除米之内回外雑穀給申候。一一，家内老人子供掛り人飯米山脚凹凹

　茶着類釜代。右上純銀等翌年夏中へ懸時々米売払申候，不足之分之所ハ男女農業之外稼ヲ以仕

　候。一，味嗜大豆詳小豆ハ田之畦二而陽来仕候。～，薪＃屋彌膨覆ハ用畦＃藁絹用ヒ申候。」
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6

S．
6

39．
　

rJ

2．
1

4．
6

38，
7

9．
3

13．
5

31．
3

2．
6

1能
美
郡
i砺

波
郡

種肥農馬二瀬そそ

料具飼

代代代料米米

　
　
匁

1
，
2
7
9

・
52義

1・
看

i…
の
　
他
正

の
　
他
H

石2．
267

5，
667

2．
607

4．
533

10．
gso

18．
972

12．
693

5，
893

1．
350

11，
333

2．
708

3．
95e．

9．
167

750

8．
392

傭
考
）
　
能
美
郡
そ
の
他
1
’
は

，
表

3
の

1
の

「
そ

の
他

1
」

の
う

ち
，

味
喀

，
大
登
類
，
菜
・
大
根
畠
，

　
　
　

塩
，

薪
山

代
。

能
州

四
郡

は
，

塩
，

味
噌

代
，

他
は

表
3の

1の
「

そ
の

他
Ijに

隊
じ

。
合

計
｝

63．
512

37．
650

傭
考
）
　
他
は
表
3の

1の
数
値
に
岡
じ
。
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⑧

あ
ウ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
）
、
そ
れ
に
舎
せ
て
耕
作
入
用
の
合

計
が
意
外
に
少
く
、
当
然
耕
作
入
用
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
を
合
計

以
外
に
多
く
付
記
し
、
男
女
の
一
β
飯
米
量
も
少
く
見
つ
も
る
な
ど

作
為
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
史
料
の
形
式
に
性
格
が

反
映
し
、
項
目
構
成
の
ち
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
整
理
・
比
較
は
か
な

り
の
困
難
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
に
必
要
な
註
釈

や
操
作
を
加
え
れ
ば
、
現
実
か
ら
の
一
定
の
遊
離
を
前
提
と
し
た
上

で
の
構
成
的
・
内
容
的
差
異
の
、
主
要
な
も
の
の
析
出
は
可
能
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
全
体
的
構
成
を
み
る
た
め
に
表
3
の
一
～
3
を
作
成
し

た
。
こ
れ
は
各
史
料
が
示
す
経
営
費
の
う
ち
数
量
化
可
能
な
分
だ
け

に
つ
い
て
表
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
表
3
の
一
の
場
合
は
数
量
化
さ

れ
た
範
囲
（
項
目
構
成
）
の
差
も
考
慮
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
表
3
の
一
の
か
ぎ
り
で
明
暦
期
と
一
八
世
紀
を
比

べ
て
一
般
的
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
目
立
っ
た
差
異
は
、
第
一
に

は
項
目
別
構
成
の
ウ
エ
イ
ト
が
給
・
飯
米
か
ら
肥
料
代
へ
移
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
給
・
飯
米
合
計
は
明
暦
期
の
四
一
∵
七
～
五
八
・
0
％
か

ら
、
一
八
世
紀
に
は
二
一
・
九
～
三
九
・
五
％
に
ま
で
大
き
く
減
少

し
、
肥
料
代
は
明
暦
期
の
八
・
九
～
＝
干
九
％
が
一
八
世
紀
に
は
三

○
・
一
～
四
五
・
四
％
へ
大
き
く
増
大
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
全
構
成

の
あ
り
方
が
単
に
量
的
な
程
度
以
上
に
大
き
く
変
っ
て
い
る
。
そ
の

他
、
種
叡
代
の
量
と
そ
の
比
率
が
減
少
傾
向
を
示
し
、
農
具
代
は
、

修
理
代
だ
け
を
記
載
し
て
い
る
宝
永
四
年
『
写
譜
春
秋
』
を
別
と
し

て
、
量
・
比
率
と
も
増
大
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
馬
飼
料
も
減
少
傾

向
が
み
え
る
が
、
一
八
世
紀
に
は
馬
代
が
新
し
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
今
少
し
数
量
的
に
は
っ
き
り
み
る
た
め
に
、
史
料
的

不
整
合
性
を
と
り
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
表
3
の
一
の
「
そ
の
他
1
・

∬
」
は
、
主
に
項
図
構
成
の
ち
が
い
か
ら
数
値
に
か
な
り
差
が
あ
る

た
め
、
そ
れ
自
体
の
問
の
比
較
が
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に

そ
れ
が
他
の
項
目
の
構
成
比
に
影
響
を
与
え
て
詳
細
に
わ
た
る
比
較

が
し
に
く
い
一
因
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
当
面
の
処
理
と
し
て
、

「
そ
の
他
耳
」
を
省
ぎ
、
　
「
そ
の
他
1
」
の
う
ち
比
較
的
共
通
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
塩
・
味
噌
・
聖
代
等
以
外
を
省
い
て
（
事
実
上
、
三

辮
全
体
と
開
作
内
考
に
準
じ
て
）
全
体
の
構
成
比
を
み
る
と
表
3
の
2

の
ご
と
く
で
あ
る
。
表
3
の
一
に
対
し
て
能
美
郡
・
能
州
四
郡
・
砺

波
郡
の
比
率
が
変
り
、
明
暦
期
の
薫
種
間
、
ま
た
一
八
世
紀
の
三
種

間
の
項
目
別
比
率
の
開
き
が
一
般
に
縮
小
す
る
。
そ
の
結
果
、
表
3

の
一
で
み
た
警
世
的
諸
傾
向
が
、
よ
り
は
つ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

9　（9）



い
ま
一
つ
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
実
数
を
比
較
す
る
場
合
、
岡
じ
草
高

百
石
と
い
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
歩
数
が
異
な
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
能
登
の
四
手
と
加
賀
の
石
川
・
河
北
郡
は

三
〇
〇
歩
一
反
で
六
町
六
反
六
畝
工
○
歩
H
二
万
歩
、
斗
代
は
一
石

五
斗
で
あ
る
が
、
越
中
の
各
郡
は
三
六
〇
歩
一
反
の
六
町
六
反
六
畝

一一

Z
歩
E
二
万
四
千
歩
、
斗
代
一
石
五
斗
で
あ
る
。
加
賀
の
能
美

（
・
江
沼
）
郡
は
斗
代
が
一
石
七
斗
の
た
め
薫
○
○
歩
一
反
で
五
町

八
反
八
畝
七
歩
1
1
一
七
、
六
四
七
歩
で
あ
る
。
斗
代
の
ち
が
い
を
別

に
し
て
単
位
面
積
当
り
で
比
較
す
る
た
め
に
、
当
面
二
万
歩
当
り
に

換
算
し
た
実
数
は
、
能
美
郡
と
砺
波
郡
が
表
3
の
3
の
ご
と
く
に
変

る
（
た
だ
し
、
三
州
全
体
は
腰
高
百
石
艮
二
万
歩
と
仮
定
す
る
）
。
そ
の
結

果
、
能
美
郡
は
明
暦
の
他
の
二
種
に
比
し
て
経
費
が
少
な
く
み
え
た

も
の
が
、
か
な
り
近
い
数
値
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
天
明
の

砺
波
郡
は
数
値
の
不
自
然
な
少
な
さ
が
き
わ
立
っ
て
く
る
。

　
以
上
、
不
十
分
な
が
ら
全
体
的
構
成
と
そ
の
変
化
を
み
た
。
補
足

的
操
作
を
加
え
て
も
変
化
の
三
三
は
表
3
の
一
の
分
析
に
大
体
同
じ

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
経
営
費
構
成
に
み
ら
れ
る
質
的
な
変
化

を
も
た
ら
し
た
内
容
的
な
も
の
を
以
下
で
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
筆
者
が
今
ま
で
に
調
査
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
能
州
四
郡
の
史
料
は
五
点
、
能
美

　
郡
の
史
料
は
佐
々
木
氏
の
紹
介
さ
れ
た
も
の
の
外
に
一
点
、
最
後
の
場
所
名
を
記

　
さ
な
い
も
の
は
一
四
点
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
粥
四
郡
は
、
羽
咋
郡
門
前

　
町
中
谷
藤
作
家
文
書
（
二
点
）
、
金
沢
茎
立
撚
書
館
加
熟
苗
文
庫
の
『
真
館
諸
事

留
』
（
『
加
賀
藩
農
政
経
済
史
料
』
…
以
下
、
農
政
経
済
史
料
と
略
記
－
所
収
）

　
お
よ
び
無
…
表
題
凧
側
子
、
　
『
鹿
山
島
郡
勲
…
』
一
二
二
；
貝
。
能
美
郡
は
『
国
府
村
誌
』
六

　
ゴ
芸
一
頁
。
　
場
藤
不
記
の
史
料
は
、
冨
山
大
学
附
…
三
園
㌫
蛍
館
｝
菊
池
文
書
の
　
『
掌
中

　
記
』
お
よ
び
『
天
保
十
一
年
十
　
［
月
改
、
照
記
脇
、
農
政
経
済
史
料
の
『
読
方
等
御

達
書
二
』
『
改
作
方
勤
仕
帳
』
お
よ
び
『
蔵
米
津
出
留
一
』
、
前
掲
加
越
能
文
手
無

表
題
文
譲
、
前
掲
中
谷
藤
作
家
文
書
、
小
矢
部
市
太
国
家
文
書
、
『
瞬
地
割
舗
度
』

　
（
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
八
）
、
『
改
作
要
録
』
（
『
霞
本
農
斑
史
料
聚
粋
』
四
）
、

　
『
加
賀
蕪
濃
政
史
考
隠
一
四
九
頁
、
鴨
能
登
部
町
誌
』
一
九
一
頁
、
『
氷
見
市
史
』

　
九
八
七
頁
、
『
羽
咋
郡
誌
』
一
七
二
頁
（
上
戸
谷
敏
之
『
近
世
農
業
経
営
史
論
』

　
六
九
頁
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
み
な
、
一
部
に
誤
字
・
脱
宇
が
あ
っ
た
り
、

　
計
算
が
含
わ
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
筆
春
が
各
史
料
を
照
齢
し
て
校
訂
し
、

　
ほ
璽
ま
ち
が
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
本
文
に
表
示
し
た
。
校
訂
の
詳
細
、
佐
々
木

　
氏
の
紹
介
し
た
数
値
の
誤
り
に
つ
い
て
は
雀
く
が
、
た
望
能
美
郡
の
肥
料
代
に
、

　
佐
々
木
氏
は
米
の
収
穫
不
可
能
癒
屋
敷
地
・
掘
の
分
で
あ
る
四
石
門
斗
を
加
え
て

　
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
堀
か
ら
は
土
肥
が
採
集
さ
れ
て
も
そ
れ
は
自
給
肥
料
で

　
あ
り
、
「
そ
の
他
H
」
へ
掴
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
能
美
郡
の
肥
料

　
代
が
少
く
あ
ら
わ
れ
、
後
述
の
ご
と
き
金
肥
施
用
上
の
地
域
的
先
進
性
と
矛
盾
す

　
る
結
果
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

②
佐
々
木
潤
之
介
前
掲
書
一
〇
一
頁
。

③
付
言
す
れ
ば
、
開
発
村
源
内
な
る
者
が
元
禄
六
年
に
こ
の
入
用
図
り
を
自
家
の

　
旧
記
に
み
え
る
と
し
て
藩
へ
報
告
し
、
そ
の
際
明
暦
二
年
八
月
の
砺
波
螢
石
坂
出

　
村
吉
丘
ハ
籍
購
地
坪
刈
結
果
（
後
述
）
と
一
連
の
も
の
と
し
て
計
算
を
試
み
て
い
る

　
が
、
そ
の
計
算
は
合
わ
ず
、
誤
り
で
あ
る
（
前
掲
糧
二
方
等
御
達
書
二
隠
）
。

④
　
　
『
臼
本
経
済
大
典
』
二
一
巻
、
三
五
五
頁
。
佐
々
木
氏
は
、
こ
の
銀
高
で
示
し

lo　（le）
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た
計
算
を
基
準
不
明
で
米
高
に
換
算
し
て
い
る
（
前
掲
書
乱
費
五
頁
）
が
、
そ
の

　
結
果
、
表
3
と
は
こ
と
な
る
構
成
比
に
な
っ
て
い
る
。

⑤
『
御
郡
方
旧
記
嘉
（
農
政
経
済
史
料
）
、
『
加
賀
三
農
政
史
考
』
一
八
六
頁
。

⑥
富
由
大
学
附
属
図
書
館
川
合
文
書
。
甥
に
間
文
審
に
同
文
の
『
耕
作
仕
立
方
図

　
り
覚
』
、
菊
池
文
書
『
高
方
仕
法
略
記
』
中
に
「
天
明
六
年
耕
作
入
絹
平
均
之
書

　
上
之
覚
」
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
は
同
時
に
草
高
　
○
石
の
講
作
経

　
営
の
入
用
計
算
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
全
体
と
し
て
は
、
本
文
に
示

　
し
た
草
名
百
石
の
計
算
と
比
べ
て
経
営
の
大
小
・
性
格
の
差
が
充
分
に
反
映
さ
れ

　
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
検
討
は
行
な
わ
な
い
。
た
ゴ
し
、
馬
に
つ
い
て

　
は
後
述
。

⑦
し
た
が
っ
て
佐
々
木
氏
が
、
こ
の
改
作
入
用
國
り
を
砺
波
郡
の
場
合
と
し
て
石

　
坂
出
村
の
坪
刈
結
果
（
二
の
誰
6
7
）
と
比
較
し
て
三
二
余
労
働
の
搾
取
を
論
証
し

　
よ
う
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
一
〇
三
頁
）
の
も
、
厳
密
に
は
正
し
く
な
い
。
全
剰

　
余
労
働
の
搾
取
の
問
題
は
数
量
的
検
討
以
前
一
こ
Σ
で
は
改
作
入
用
図
り
の
性

　
格
自
体
の
問
題
で
あ
る
。

⑧
表
2
に
は
記
載
し
な
か
っ
た
が
、
同
じ
史
料
の
最
後
部
に
、
出
来
米
一
〇
八
石

　
の
計
算
基
礎
が
一
反
（
三
六
〇
歩
）
に
稲
六
〇
束
、
こ
の
米
が
一
石
六
二
〇
合
で

　
あ
る
こ
と
を
示
し
、
つ
冥
い
て
「
当
年
は
壱
反
二
｛
二
十
五
六
束
汐
四
十
五
束
迄
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
平
均
壱
反
置
賜
十
束
、
壱
東
二
付
壱
升
七
合
、
壱
反
二
丁
七
斗
八
升
之
取
置
米
」

　
と
記
し
て
お
り
、
か
な
り
ひ
ど
い
不
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
冥
わ
れ
る
。

二
、
一
郭
集
約
化
の
進
展

　
こ
こ
で
は
、
前
節
で
示
し
た
経
営
費
計
算
の
内
容
と
農
書
類
そ
の

他
を
検
討
し
て
、
生
産
力
的
基
底
部
に
お
け
る
変
化
と
そ
の
方
向
を

つ
き
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
生
産
諸
力
の
全
面
的
検
討
を
め

ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
史
料
的
に
も
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
の
上
で

も
そ
の
余
裕
は
な
い
。
当
面
の
厨
的
は
、
多
肥
・
集
約
化
へ
の
あ
ら

た
な
進
展
の
事
実
を
最
小
限
に
で
も
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
に
便
宜
上
、
1
耕
作
人
馬
、
2
肥
料
、
3
農
具
、
4
耕
作

体
系
、
5
種
籾
と
稲
、
6
農
業
生
産
性
に
分
け
、
そ
の
願
序
で
検
討

す
る
。
あ
つ
か
う
史
料
に
は
筆
者
の
見
墨
し
た
も
の
も
一
部
に
あ
る

が
、
前
述
の
清
水
隆
久
氏
と
安
田
健
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、

筆
者
も
可
能
な
か
ぎ
り
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
史
料
に
あ
た
っ
た
が
、

両
氏
に
負
う
と
こ
ろ
は
大
で
あ
る
。

1
、
耕
作
人
篤
　
男
女
労
働
力
と
馬
の
数
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
草

高
百
石
当
り
の
数
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
あ
げ
た
史
料
の
ほ
か
に
、

各
回
単
位
に
平
均
的
な
必
要
労
働
力
数
を
計
施
し
て
藩
へ
書
上
げ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

草
高
百
石
開
作
人
馬
中
一
図
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
延
宝
四
年
と
天
明

四
年
、
同
五
年
の
日
付
を
も
つ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
天
明
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
は
延
宝
四
年
の
数
値
を
そ
の
ま
ま
書
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

延
宝
四
年
の
中
勘
図
は
砺
波
郡
に
つ
い
て
箪
出
の
方
法
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

『
田
畑
大
図
り
委
仕
り
出
之
覚
』
が
そ
れ
で
、
堅
田
、
沼
田
お
よ
び

畠
別
に
各
作
業
過
程
に
つ
い
て
一
反
当
り
の
所
要
労
働
力
最
を
計
鋒
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表4　酒田百石開作人爲中勘図

男
女
馬

延宝4年
新川郡

沼曜田

7
3
Q
り

R
）
4
4

延宝4年
砺波・
　身i水郡

沼田門田

8
Ω
リ
ハ
δ

9
4
4

延宝4年
m　　郡

日曜日

8
7
5

7
8
4

天明5年
越　　郡

沼困睡田

Q
σ
4
4

G
ρ
D
「
0

1

天明4年
奥　　郡

沼晦田

2
5
4

1

6
◎
ρ
O
F
D

王

天明4年
石川・

　河北郡

沼心置

9
4
2

0
5
戸
0

1

延宝4年
能美郡

沼晦雷

7
n
◎
9
ω

n
◎
4
3

傭考）・単位は男女は人，馬は疋。

　　　・年代は史料のま㌧。

　　　・贔については雀略

　　　・ほかに類llい砺波・射水・能美について天明4年のものがあるが，いずれも延

　　　　宝4年のその郡に岡じなので省略。なお能美郡については，注②をみよ。

表5　草高買石当り〔二万歩当り〕沼田・堅田平均人焉入用

明　暦　3　年

能
州
四
郡

磁
ヒ
　
乱
・
ミ
　
β

甫
　
鳶
フ
　
範
囲

｛｛タ

男
女
馬

男
女
馬

男
女
馬

g］　9．5

5

g）　，gl：，

3　（3．4）

84／　ie．0

4

延　宝　4　年

鷲齎

男
女
馬

ヒ
ヒ
盆
隔
、
β

台
網
㌫
ヲ
百
石

砺
波
郡

射
水
郡

新
錯
郡

男
女
馬

男
女
馬

女
山

男
女
編

gl？i　io．3

4．2

1：；｝〔1：爵

2．1　（2．4）

：：1膿〕

3．4　（2．8）

1：1｝〔1：器

3．3　（2，75）

；：：｝〔1：為

3．5　（2．9）

天　明　4～6年

晴
郡5

奥i菱

　明

正5

天
明
6

砺
波
郡

隔

男
女
馬

男
女
馬

男
女
馬

男
女
馬

21g／　i2．，

4．8

1iS／　ls．2s

4．5

：］　，？12，，

3　（2a5）

21g／　ii．7s

3，5

備考）・括孤中の数は二万歩妾i）。記入のないものは

　　　　草高100石；2万歩。

　　　・沼田と堅田の平均は，谷人（疋）数に谷比率を

　　　　乗じて両者を加算し，沼田と堅田の比率合計

　　　　で除して得た。比率不明のものは澗潜は四二

　　　　と仮定した。また，明暦3年の3種と天明6
　　　　年砺波郡は，史料自体で平均化されている。

　　　・男女数の合計は，女を渥題目力として計算し

　　　　た。

　　　・表示のほかに，宝永4年「耕稼春秋」の入用隅

　　　　りは草聖100石に直して男8，女4，合計10，馬

　　　　2。また安永9年「隔作内割」はee　8，女2，

　　　　合計9，馬1。いずれも堅沼の差を記さず。

表5付表 各郡沼田・堅霞比率

　　　　　（合計ロ1G）

1這這堅田陣

餐
ワ
P
醇
郵

雪
国
傭
転
質

　
美
波
水

口
能
砺
射

2
7
P
O
ハ
0

5
1
4
5

6
　
　
2

1．5

2

1

1．5
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多肥集約化と小縷：斑経営の自立（上）　（高沢）

し
、
そ
れ
を
合
計
し
た
上
で
尊
高
百
石
当
り
に
「
割
か
け
」
て
い
る
。

佐
々
木
潤
之
介
氏
は
、
こ
の
計
算
過
程
の
中
間
集
計
（
人
、
草
刈
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

女
、
馬
弓
）
を
用
い
て
い
る
が
、
　
他
郡
と
比
較
す
る
に
は
男
・
女
・

馬
別
の
最
終
的
な
集
計
結
果
を
用
い
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
佐

々
木
玩
は
、
こ
の
一
連
の
も
の
の
、
基
礎
計
箪
で
あ
る
一
反
楽
り
作

業
遜
程
別
労
働
力
数
と
、
右
の
中
間
集
計
と
を
別
種
の
史
料
と
し
て

扱
い
、
野
老
を
比
較
し
た
た
め
に
、
　
〃
家
父
長
制
的
複
合
家
族
経
営

　
　
　
　
⑤

の
協
業
効
果
〃
云
々
の
不
可
解
な
理
屈
を
展
開
す
る
誤
り
を
お
か
す

こ
と
に
な
っ
た
。
入
用
図
も
、
そ
れ
自
体
に
は
経
営
規
模
の
大
小
に

よ
る
質
的
差
異
や
協
業
効
果
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
草
高
百
石
開
作
人
馬
中
勘
の
田
方
に
関
す
る
数
値
は
表
4
の
ご
と

く
で
あ
り
、
そ
れ
を
各
聖
画
の
反
当
り
歩
数
の
差
、
堅
田
・
沼
田
比

率
の
差
を
考
慮
し
て
操
作
し
、
草
高
百
石
当
り
〔
お
よ
び
二
万
歩
当
り
〕

堅
田
・
沼
闘
平
均
値
を
求
め
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

表
5
付
表
に
記
さ
れ
た
以
外
の
郡
は
堅
田
・
沼
田
は
同
比
率
と
仮
定

し
て
あ
り
、
同
時
に
表
示
し
た
前
節
の
史
料
の
数
値
は
す
で
に
何
ら

か
の
方
法
で
堅
田
・
沼
田
が
平
均
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
比
較
す
る
史
料
が
同
一
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
検
討
は
厳

密
を
期
し
が
た
い
。

　
最
初
に
二
万
歩
当
り
男
女
労
働
力
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
郡
に
よ

っ
て
差
異
が
あ
り
、
地
域
差
を
考
え
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
各
年
代
を
通
じ
て
わ
か
る
郡
は
少
な
い
が
、
能
美
郡
・
砺
波
郡

・
能
登
口
郡
の
場
合
で
大
ま
か
な
傾
向
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
能
美
郡
は
明
暦
～
延
宝
年
間
に
男
女
平
均
労
働
力
数
は
一
・
三

人
増
加
し
て
い
る
。
砺
波
郡
は
延
宝
～
天
明
間
に
減
少
す
る
が
、
○

・
九
人
で
あ
り
、
ま
た
史
料
が
岡
一
性
格
の
も
の
で
な
い
の
で
、
減

少
気
味
な
い
し
停
滞
的
な
程
度
と
み
て
お
こ
う
。
能
登
口
郡
の
場
合

は
、
延
宝
～
天
明
年
間
に
一
・
八
入
増
加
し
、
ま
た
、
労
働
力
数
の

最
も
多
い
「
天
明
四
年
」
奥
郡
か
ら
推
測
し
て
、
明
暦
蕊
年
当
時
の

口
郡
は
、
口
・
奥
郡
を
平
均
し
た
能
州
四
郡
の
数
値
よ
り
多
い
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
明
暦
～
延
宝
年
歴
に
も
労
働
力
数

の
増
加
が
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
石
川
郡
に
つ
い
て
は
、

「
天
明
四
年
」
石
川
・
河
北
郡
は
先
述
の
理
由
か
ら
延
宝
期
の
数
値

と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
、
宝
永
の
『
耕
稼
春
秋
』
ま
で
の

間
に
労
働
力
数
の
減
少
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

同
じ
『
耕
馬
春
秋
』
に
「
加
州
｛
国
農
人
一
人
に
沼
田
所
は
七
反
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

堅
田
は
五
反
作
る
、
是
大
方
也
」
云
々
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
三
〇
〇

歩
一
反
の
草
高
百
石
（
一
二
万
歩
）
当
り
堅
沼
平
均
一
一
・
四
人
で
、
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延
宝
の
能
美
郡
九
・
八
人
と
「
天
明
四
年
」
（
凪
延
宝
）
の
石
川
・
河

北
郡
と
の
中
間
の
値
と
な
っ
て
、
延
宝
～
宝
永
年
間
の
差
異
は
明
瞭

に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
か
ら
、
能
美
郡
と
能
登
口
郡

で
明
暦
～
延
宝
年
間
の
労
働
力
数
の
増
大
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

延
宝
～
天
明
年
間
で
は
労
働
力
の
増
大
す
る
能
登
口
郡
と
、
減
少
気

味
、
と
い
う
よ
り
停
滞
気
味
の
石
川
・
砺
波
郡
と
を
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
大
胆
に
ま
と
め
れ
ば
、
延
宝
期
ま
で

は
労
働
力
数
の
増
大
傾
向
が
一
般
的
に
み
ら
れ
、
そ
の
後
、
天
明
期

ま
で
に
逆
に
減
少
な
い
し
停
滞
傾
向
に
変
る
も
の
と
、
依
然
増
大
を

つ
づ
け
る
も
の
と
の
二
つ
の
型
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
前
者
は
い
わ

ば
加
越
の
型
で
あ
り
、
後
者
は
能
登
の
型
で
あ
る
。
こ
う
し
て
能
登

型
の
析
出
に
よ
っ
て
、
佐
々
木
氏
の
砺
波
型
対
能
美
型
に
代
る
対
比

が
可
能
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
砺
波
と
能
美
と
の
差
は
み
ら
れ
る
。
表
5
で
時
期
鯛
に

地
域
差
を
み
て
墨
書
す
る
と
、
労
働
力
数
は
越
中
よ
り
加
賀
が
多
く
、

「
加
賀
よ
り
能
登
が
多
い
傾
向
が
あ
る
が
、
ま
た
、
延
宝
期
に
つ
い
て

砺
波
郡
と
能
美
郡
の
田
地
一
反
耕
作
に
必
要
な
労
働
力
数
が
わ
か
る
。

砺
波
郡
は
前
述
の
延
宝
四
年
『
田
畑
大
図
り
委
仕
り
出
病
覚
』
、
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

美
郡
は
延
宝
六
年
『
能
美
郡
田
植
付
、
培
図
り
』
で
あ
る
。
一
反
当

り
労
働
力
数
の
合
計
は
、
砺
波
郡
の
沼
田
三
一
・
五
人
（
馬
一
七
疋
）
、

堅
田
三
七
人
（
馬
一
三
疋
）
、
能
美
郡
は
「
聖
上
」
し
て
四
〇
人
（
馬

不
明
）
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
草
平
百
石
当
り
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
二

一
〇
〇
人
、
二
四
六
七
人
、
二
三
五
五
人
と
な
り
、
二
万
歩
当
り
に

す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
一
七
五
〇
人
、
二
〇
五
六
人
、
二
六
六
七
人
と

な
る
。
能
美
郡
（
沼
田
が
多
い
）
の
方
が
労
働
力
数
が
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
傾
向
は
『
事
象
春
秋
』
も
農
業
が
「
加
州
は
章
魚
、
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

中
は
粗
し
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
さ
き
の
工
つ
の
型
は
い
ず
れ
が
そ
の
後
の
発
展
の
方

向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
幕
末
の
史
料
を
み
よ
う
。
ま
ず
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

保
一
三
年
砺
波
郡
野
尻
組
の
『
里
子
仕
業
等
之
御
璽
書
上
申
帳
』
に
、

中
田
所
は
里
子
一
人
当
り
三
六
〇
歩
一
反
で
六
反
ば
か
り
、
沼
所
は

八
反
ば
か
り
開
作
す
る
と
あ
り
、
こ
れ
は
中
田
所
心
高
百
石
当
り
一

㌘
一
人
置
二
万
歩
当
り
九
・
三
人
、
沼
所
革
高
百
石
当
り
八
・
三
人
、

二
万
歩
当
り
六
・
九
人
で
あ
る
。
同
郡
の
延
宝
、
天
明
期
に
比
べ
て

労
働
力
の
減
少
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
能
登
口

郡
で
は
、
春
木
村
に
つ
い
て
維
新
の
こ
ろ
に
水
田
一
反
繋
り
男
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

人
、
女
＝
丁
五
人
、
計
三
三
・
五
人
と
い
う
調
査
が
あ
っ
て
、
穂
高

百
石
当
り
に
し
て
天
明
五
年
の
口
郡
よ
り
少
い
数
に
な
る
こ
と
は
た
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多肥集約化と小農斑経営の隠立（上）　（高沢）

し
か
で
あ
る
。
ま
た
安
政
六
年
、
地
域
不
明
の
『
田
地
壱
反
開
作
仕

　
⑪

立
方
』
で
は
沼
田
所
一
反
耕
作
の
「
人
夫
入
用
合
」
二
一
人
と
見
図

ハ、

ﾄ
お
り
、
こ
れ
は
六
町
六
反
六
畝
二
四
歩
（
草
高
百
石
）
当
り
一
四

〇
〇
人
に
す
ぎ
ず
、
か
な
り
少
い
数
で
あ
る
。
こ
う
し
て
天
明
以
降

は
、
能
登
口
郡
の
場
合
も
含
め
て
、
総
体
的
に
労
働
力
数
減
少
、
つ
ま

り
一
入
当
り
耕
作
反
別
増
大
の
方
向
に
す
す
ん
だ
と
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
延
宝
～
天
明
期
に
お
け
る
口
郡
の
増
大
傾

向
は
、
明
暦
～
延
宝
期
の
継
続
、
労
働
力
数
に
関
し
て
地
域
的
後
進

性
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延

宝
～
天
明
期
は
一
部
（
能
登
な
ど
）
に
例
外
を
示
し
な
が
ら
も
、
増

大
か
ら
減
少
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
停
滞
的
に
み
え
た

も
の
は
静
止
で
は
な
く
、
転
換
過
程
に
お
け
る
動
き
の
一
現
象
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
越
中
一
加
賀
一

能
登
の
順
の
労
働
力
数
の
多
少
だ
け
が
発
達
の
指
標
で
は
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。
ま
た
、
停
滞
期
間
が
比
較
的
長
期
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
も
考
え
る
べ
き
点
が
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
い
ま
一
つ
表
5
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
延
宝
～
天

明
期
に
女
子
労
働
力
が
目
立
っ
て
減
少
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
能
登

口
郡
は
一
・
五
人
減
、
砺
波
郡
は
一
・
四
人
減
、
石
州
郡
も
延
宝
～

宝
永
期
に
減
少
し
た
よ
う
に
み
え
、
安
永
の
『
開
作
内
耳
』
も
女
子

数
は
少
い
。
な
お
、
明
暦
～
延
宝
期
は
能
登
で
も
能
美
で
も
減
少
し

た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
て
、
さ
き
に
み
た
労
働
力
の
全
体
的

減
少
傾
向
は
女
子
労
働
力
に
お
い
て
と
く
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
お

り
、
延
宝
～
天
明
期
の
能
登
口
郡
に
あ
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
女
子
労
働
力
を
先
頭
に
労
働
力
数
の
減
少
が
生
ず
る
の
は
、

の
ち
に
の
べ
る
農
具
の
改
良
が
脱
殼
・
精
製
過
程
で
と
く
に
著
し
か

っ
た
こ
と
な
ど
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
　
農
業
所
要
労

働
力
数
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
し
か
し
、
農
業
労
働
力
に
つ
い
て

は
、
以
後
に
生
産
性
の
問
題
の
な
か
で
再
考
し
、
さ
ら
に
経
営
面
・

流
通
面
と
の
関
連
の
な
か
で
も
考
え
て
、
総
合
的
に
検
討
す
る
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、
史
料
が
同
一
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
馬
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
こ
う
。

　
耕
作
に
必
要
な
馬
数
は
一
般
に
減
少
す
る
。
表
5
で
は
、
能
登
の

場
合
は
あ
ま
り
変
化
が
な
い
が
、
能
美
郡
は
明
暦
～
延
宝
期
に
一
疋

減
、
砺
波
郡
で
は
延
宝
期
に
二
万
歩
当
り
三
疋
弱
を
示
し
、
天
明
期

に
は
わ
ず
か
減
少
す
る
。
概
し
て
云
え
ば
、
能
登
を
の
ぞ
い
て
、
撫

越
地
域
で
は
明
暦
一
三
～
四
疋
台
か
ら
延
宝
・
天
明
期
二
～
三
疋
台
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へ
減
少
す
る
。
つ
ま
り
、
明
暦
～
延
宝
期
に
す
で
に
減
少
傾
向
が
あ

ら
わ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
ま
た
、
農
耕
上
の
必
要
頭
数
と
別
に
、
飼
育
頭
数
の
減
少
が
一
八

世
紀
に
入
っ
て
一
般
的
に
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
管
見
の
か
ぎ

り
で
は
、
元
禄
九
年
に
石
川
郡
吉
野
村
・
佐
良
村
よ
り
、
牛
馬
が
次

第
に
減
少
し
た
の
で
伝
馬
役
に
迷
惑
し
て
願
を
出
し
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
⑫

知
ら
れ
る
が
、
享
保
八
年
二
月
に
は
加
賀
三
州
の
皮
多
肝
煎
共
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
め
し
革
値
下
げ
令
に
関
し
て
出
し
た
願
書
中
に
、
　
「
近
年
ハ
御
侍

出
方
奉
初
、
在
女
牛
馬
以
之
外
減
少
仕
、
別
葡
一
両
年
山
州
ク
罷
避

妊
候
」
、
「
其
上
加
筆
之
分
極
以
牛
馬
減
少
仕
申
二
付
、
能
州
へ
罷
越

墨
取
揚
申
獄
丁
者
、
遠
方
之
義
二
御
座
候
故
，
入
用
も
多
懸
り
…
…
」
、

「
越
中
か
わ
た
共
義
、
私
共
よ
り
茂
皮
多
ク
取
揚
申
候
様
承
申
候
御

事
」
、
「
越
中
ず
取
揚
申
皮
様
敷
御
座
候
故
、
上
方
へ
売
払
申
候
」
と

い
っ
た
文
言
が
み
え
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
加
賀
に
お
い
て
牛
馬
数
が

減
少
し
、
製
革
業
に
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
地
域
差
に
つ

い
て
は
『
耕
稼
春
秋
』
も
コ
ニ
州
は
能
・
越
両
国
に
牛
罵
多
き
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

大
法
馬
を
も
っ
て
耕
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
越
中
で
も
、
お
そ
く
と
も
天
明
期
ま
で
に
馬
数
の
減
少

が
み
ら
れ
、
農
業
に
も
問
題
を
生
じ
て
い
る
。
　
『
私
家
農
業
談
』
は

「
第
一
農
家
に
持
べ
き
も
の
は
牛
馬
な
り
、
近
年
当
国
の
百
姓
古
来

よ
り
持
来
る
数
を
減
じ
た
る
故
、
牛
馬
を
以
て
運
び
も
ふ
け
し
草
涙

・
土
野
自
然
と
無
数
に
及
び
て
、
鰯
・
油
粕
・
灰
な
ど
の
買
糞
に
価

を
費
し
…
…
且
割
る
に
の
ぞ
み
牛
馬
を
以
て
擾
こ
な
さ
ざ
る
田
は
土

ね
ば
ら
ざ
る
散
、
購
に
あ
る
野
鼠
・
曖
蠕
の
穴
も
塞
が
ら
ず
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

未
だ
十
日
に
み
た
ざ
る
皐
舷
に
も
旱
損
の
愁
あ
る
も
の
な
り
」
と
述

べ
て
、
牛
馬
数
の
減
少
と
そ
の
農
業
へ
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
能
登
で
は
、
寛
政
四
年
一
〇
月
の
駒
見
分
に
関
す
る
史
料
の
な

か
で
、
　
「
元
来
能
州
奥
義
は
、
外
御
郡
と
違
ひ
、
干
鰯
地
味
に
応
機

申
故
、
蝦
蟹
而
五
戸
ご
一
相
懸
ヒ
、
右
尿
量
取
た
め
上
馬
多
所
持
仕

⑯候
」
と
あ
っ
て
、
馬
が
多
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
さ
き

の
耕
作
上
の
必
要
馬
数
が
能
登
で
最
も
多
か
っ
た
こ
と
と
照
応
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
能
登
で
も
金
肥
の
使
用
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
後

述
す
る
ご
と
く
で
あ
り
、
馬
の
多
さ
も
、
全
体
と
し
て
減
少
す
る
な

か
で
の
相
擁
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
加
・
越
・
能
間
の
地
域
差
を
内
包
し
な
が
ら
、
全
体
と

し
て
馬
数
は
減
少
し
て
行
っ
た
。
後
述
の
寛
延
四
年
心
々
請
書
の
引

用
文
に
馬
数
が
減
少
し
て
肥
料
の
準
備
に
不
自
由
す
る
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
安
永
六
年
に
は
改
作
奉
行
よ
り
諸
郡
御
扶
持
人
・
十
村
宛
の
申
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渡
し
の
中
に
「
近
年
百
姓
共
開
作
牛
馬
糧
減
、
賃
銭
出
し
外
よ
り
馬

実
相
雇
開
作
仕
候
由
相
聞
江
候
、
此
儀
は
馬
飼
料
等
雑
用
之
所
掛
り
、

右
之
族
と
被
存
候
、
田
地
養
之
た
め
夏
中
山
草
等
苅
、
馬
屋
こ
へ
網

仕
立
候
処
、
馬
減
候
蒲
者
其
儀
忠
愛
候
得
者
、
馬
屋
こ
へ
を
以
田
地

養
之
儀
行
届
不
申
、
お
の
つ
か
ら
一
村
之
地
味
劣
り
三
儀
に
上
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

巳
来
開
作
牛
馬
相
減
不
申
様
可
申
渡
候
」
と
あ
る
。
こ
う
し
て
三
州

の
脚
数
は
減
少
す
る
が
、
ま
た
こ
こ
で
は
借
馬
慣
行
に
つ
い
て
の
べ

て
お
り
、
そ
れ
は
飼
育
代
な
ど
を
節
約
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
先
掲
の
天
明
六
年
砺
波
郡
の
経
営
費
計
箪
史
料
に
は
草
高
一

〇
石
請
作
の
入
用
平
均
が
記
さ
れ
て
お
り
、
馬
に
関
し
て
、
　
コ
ニ
斗
、

荒
起
田
櫨
葺
替
罵
雇
賃
銀
捨
五
匁
、
石
二
付
五
拾
臼
買
」
と
あ
っ
て

零
細
な
経
営
で
は
借
馬
耕
作
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

　
⑱

れ
る
。

　
以
上
、
耕
作
上
の
所
要
馬
蝉
と
飼
育
馬
数
の
減
少
を
た
し
か
め
た

が
、
飼
育
機
数
の
減
少
に
よ
っ
て
、
先
掲
の
引
用
文
か
ら
、
厩
肥
ば

か
り
で
は
な
く
、
他
の
自
給
肥
料
も
運
般
上
の
理
由
か
ら
施
用
が
減

っ
て
金
肥
の
使
用
が
増
大
し
、
ま
た
耕
転
作
業
に
も
行
届
か
ぬ
面
が

生
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
借
馬
耕
作
に
よ
る
経
営
費
の
節
約
や
、
ま

た
、
飼
料
採
取
や
飼
育
の
労
働
の
省
略
に
よ
る
労
働
力
数
お
よ
び
耕

作
体
系
に
お
け
る
労
働
力
配
分
の
変
化
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
は
農
業
生
産
・
経
営
の
変
化
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

時
期
的
に
み
て
も
一
八
世
紀
の
飼
育
頭
数
の
減
少
は
、
明
暦
～
延
宝

期
か
ら
み
ら
れ
る
所
要
頭
数
の
減
少
（
実
は
馬
を
所
持
し
え
な
く
な
っ

た
－
後
述
）
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

2
、
肥
料
　
経
営
費
に
お
け
る
肥
料
代
の
ウ
エ
イ
ト
が
、
明
暦
期
の

一
〇
％
台
程
度
か
ら
一
八
世
紀
の
三
〇
～
四
〇
％
台
へ
い
ち
じ
る
し

く
高
ま
っ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
。
肥
料
の
種
類
や
量
に
つ
い
て
は

明
暦
の
改
作
入
用
図
り
に
記
載
が
な
い
が
、
当
時
す
で
に
金
肥
が
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
改
作
黒
本
』
に
、
改
作
仕
法
の
時
に
御

供
田
村
勘
四
郎
等
の
十
村
共
が
城
へ
召
出
さ
れ
て
直
々
に
申
上
げ
た

こ
と
と
し
て
、
　
「
田
地
之
儀
春
、
土
地
に
よ
り
育
方
も
段
々
違
申
候
、

育
に
春
馬
屋
こ
え
・
下
す
こ
え
・
小
鰯
・
灰
・
芝
草
・
春
山
の
若
草

や
草
を
刈
入
、
此
外
色
々
の
中
共
御
座
候
、
田
に
よ
り
品
々
替
り
、

小
搬
入
響
き
田
へ
芝
草
を
入
候
得
者
稲
不
出
来
に
御
忘
憂
、
そ
れ
ぞ

れ
の
逢
こ
え
田
江
入
候
得
者
育
七
生
申
候
而
稲
能
く
出
来
、
米
多
く

御
座
候
」
と
あ
り
、
小
聖
が
田
地
の
性
質
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
勢
望
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
寛
文
元
年
二
月
の
算
用
場
触
に
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⑳

、
こ
え
に
致
候
砂
鰯
」
の
他
領
移
出
を
禁
じ
、
同
三
年
五
月
に
「
こ

え
鰯
・
抽
か
す
」
を
田
中
聞
右
衛
門
な
る
者
に
裁
許
さ
せ
る
こ
と
を

定
め
、
同
十
工
年
三
月
に
は
、
濾
か
す
が
多
分
に
他
国
他
領
へ
移
出

さ
れ
て
百
姓
が
建
つ
か
へ
迷
惑
し
て
い
る
の
で
他
国
出
し
を
許
可
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
す
る
触
が
嵐
て
い
る
な
ど
。
こ
う
し
た
史
料
か
ら
、
清
水
隆
久
氏

も
云
う
ご
と
緬
改
作
仕
法
当
時
よ
り
一
定
度
の
金
肥
使
用
が
み
ら

れ
、
寛
文
期
に
は
流
通
面
で
の
規
制
を
行
な
う
ほ
ど
使
用
が
増
大
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
延
宝
六
年
『
能
美
郡
田
植
付
、
培
図
り
』
で
は
、
「
累
代
培
」
一
基

肥
に
一
反
当
り
湘
か
す
＝
二
貫
目
が
他
の
自
給
肥
料
と
共
に
用
い
ら

れ
、
「
打
培
」
眼
追
胆
に
一
反
当
り
油
か
す
一
五
貫
目
、
粉
鰯
な
ら
上

女
の
俵
一
俵
を
見
つ
も
っ
て
い
る
。
ま
た
菜
種
作
で
抽
か
す
を
使
う

場
合
は
反
当
一
五
貫
閉
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
菜
種
作
（
田
方
襲
作
）
が
比
較
的
発
展
し
て
い
た
関
係
上
、

濾
か
す
使
用
の
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
菜
種
作
等
の
た
め
に

こ
の
効
力
の
高
い
肥
料
を
比
較
的
多
量
に
使
用
す
る
必
要
性
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
鰯
は
金
肥
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
瀬
か

す
は
自
給
さ
れ
る
も
の
が
少
く
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
三
州
全
体
と
し

て
み
る
と
、
一
七
世
紀
末
ま
で
は
金
肥
の
使
用
・
普
及
は
ま
だ
限
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
あ
と
に
引
用
す
る
寛
政
四
年
の
縮
方
請

書
の
文
言
か
ら
も
そ
れ
が
知
ら
れ
る
が
、
ま
た
砺
波
郡
に
つ
い
て
述

べ
た
史
料
に
も
、
　
「
元
禄
年
中
以
前
の
墨
御
厨
之
内
二
面
ハ
、
山
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

野
開
筋
・
芹
谷
野
筋
新
田
村
女
之
外
干
鰯
尿
不
仕
候
」
と
あ
っ
て
、
一

般
的
に
は
新
田
や
地
力
の
劣
っ
た
所
に
か
ぎ
っ
て
干
鰯
な
ど
の
金
肥

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
金
肥
の
購
入
者
は
限
ら
れ
て
い
た
。
寛
文

九
年
正
月
に
改
作
奉
行
の
職
務
内
容
を
記
し
た
上
申
書
の
園
田
左
七

分
に
、
田
地
や
し
な
い
不
足
の
百
姓
へ
は
百
貫
目
の
御
預
り
銀
の
内

を
以
て
油
か
す
・
干
鰯
な
ど
を
買
い
渡
し
、
年
暮
に
代
銀
を
取
り
立
て

　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
天
和
二
年
三
月
石
川
郡
の
十
村
、
田
井
村
次

郎
吉
が
藩
へ
の
御
借
銀
上
納
を
断
わ
っ
て
、
　
「
霞
分
に
少
銀
子
に
而

こ
え
を
か
ひ
、
百
姓
中
へ
心
耳
申
に
付
、
銀
子
所
持
不
仕
返
」
と
の

　
　
　
⑳

べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
金
肥
を
購
入
し
導
入
す
る
者
が
当

時
の
領
霊
や
最
上
層
の
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
ま
た
丸
秘
に
、

彼
ら
を
経
由
し
て
、
よ
り
下
層
の
農
民
に
も
金
肥
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
下
層
農
民
（
一
般
農
民
）
の
金
肥
使

用
が
、
そ
の
後
に
領
主
や
上
層
農
民
に
と
っ
て
好
ま
し
か
ら
ぬ
閥
題

を
生
ず
る
と
し
て
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
は
こ
う
し
た
面
で
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多肥集約化と小峻民経営の富立（上）　（高沢〉

農
業
生
産
を
事
実
上
で
も
掌
握
し
指
導
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、
前
掲
一
八
世
紀
の
経
営
費
計
籏
か
ら
肥
料
に
つ
い

て
み
る
と
、
『
三
品
春
秋
』
で
は
馬
糞
（
三
〇
〇
駄
程
分
）
代
銀
二
六

二
匁
と
油
か
す
・
干
鰯
・
粗
代
銀
三
六
〇
匁
に
分
け
て
記
載
し
て
お

り
、
こ
の
合
計
を
草
平
百
石
当
り
に
す
る
と
↓
、
二
四
四
匁
で
、
『
開

作
内
考
』
の
一
、
二
〇
〇
匁
に
近
い
額
と
な
る
。
　
『
開
作
内
考
』
は

高
一
石
嶺
り
肥
料
代
銀
一
〇
匁
で
あ
る
が
、
天
明
の
砺
波
郡
は
三
六

〇
歩
一
反
（
高
一
石
五
斗
）
に
干
鰯
三
智
代
銀
一
〇
匁
、
山
王
代
米

一
升
余
、
ほ
か
に
土
尿
・
厩
尿
の
自
給
肥
料
を
使
用
す
る
と
し
て
い

る
。
三
者
の
間
に
も
差
異
は
あ
る
が
、
明
暦
期
に
比
し
て
一
般
的
に

干
鰯
・
油
か
す
な
ど
の
肥
料
代
が
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
こ
の
肥
料
代
の
増
加
は
元
禄
・
宝
永
期
か
ら
一
般
に
金
肥
が
普

及
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
伴
な
っ
て
農

業
生
産
上
に
諸
変
化
が
生
ず
る
。
以
下
、
二
、
三
の
史
料
を
検
討
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
。
ま
ず
、
寛
延
四
年
『
御
改
作
方
御
法
之
義
等
御
煎
方
御
産
帳
』

に
は
、
　
「
元
禄
年
中
ず
以
前
迄
ハ
百
姓
・
頭
振
古
来
之
風
俗
二
禰
昼

夜
開
作
情
二
入
、
土
尿
・
草
二
等
を
第
一
二
仕
候
爵
、
勲
爵
米
多
出

不
申
、
　
土
臼
衰
不
申
二
付
、
年
々
御
納
所
無
寄
網
勤
来
候
処
、
　
元

禄
・
宝
永
之
比
ず
小
百
姓
・
下
人
男
女
等
ユ
至
迄
農
仕
蔓
ゆ
る
か
せ

二
罷
成
魚
故
、
自
然
二
風
力
仕
、
切
高
等
い
た
し
、
人
馬
召
遣
得
不

申
候
二
付
、
土
尿
・
草
尿
之
手
廻
し
成
不
申
様
二
三
成
申
候
、
元
禄

年
中
迄
ハ
新
田
所
黒
ほ
こ
地
ハ
干
鰯
厭
仕
候
墨
継
、
古
田
に
干
か
焼

い
た
し
候
前
ハ
土
召
悪
布
成
翠
雲
ユ
付
相
同
候
所
書
、
右
躰
二
成
三

園
、
無
是
非
年
々
干
か
廉
仕
候
二
付
、
段
々
土
目
衰
立
毛
悪
敷
罷
成
、

御
納
所
朝
使
代
米
取
揚
劇
界
様
無
之
、
弥
難
渋
二
罷
成
申
候
、
右
継

々
之
内
作
方
情
二
入
取
続
居
申
百
姓
も
在
田
籍
得
共
、
下
シ
田
地
小

作
影
干
か
齪
い
た
し
、
粉
彩
悪
敷
仕
出
、
春
作
へ
立
返
シ
候
二
付
、

数
年
干
か
意
い
た
し
候
田
地
外
之
尿
二
野
は
出
来
不
島
隠
二
付
、
無

是
非
干
か
狭
い
た
し
及
難
渋
二
申
百
姓
も
多
罪
之
候
、
是
等
之
趣
意
、

元
禄
之
比
遙
高
多
持
候
百
姓
、
頭
振
同
前
二
成
申
者
共
多
謝
之
候
…

…
何
卒
四
、
五
ケ
年
之
内
一
統
古
来
之
通
干
か
涙
相
止
臆
病
、
土
目

宜
敷
罷
成
、
過
分
之
干
か
代
出
不
申
、
百
姓
成
立
第
一
と
存
候
…
…

尤
近
年
隠
々
馬
数
稲
減
、
尿
ま
わ
し
不
自
由
期
成
候
、
馬
持
不
申
百

姓
ハ
年
々
田
地
や
せ
お
と
ろ
い
、
致
難
渋
候
間
、
如
何
様
二
も
勘
弁

い
た
し
村
々
馬
数
多
ク
持
候
様
二
心
懸
鼻
申
馬
事
し
。
　
　
八
世
紀
に

入
る
と
自
給
肥
料
の
比
重
が
低
下
し
、
干
鰯
は
古
田
に
も
施
用
さ
れ
、

小
作
共
も
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
肥
料
代
に
追
わ
れ
る
状
態
が

生
じ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
っ
て
農
民
の
窮
乏
、
経
営
の
縮
小
が
み
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ら
れ
、
本
数
が
減
少
し
、
農
民
が
農
事
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
天
明
八
年
『
私
家
農
業
談
』
（
砺
波
郡
）
は
「
尿
仕
入
」
の
項
の
末

尾
部
分
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
近
年
加
越
能
三
州
と
も

諸
百
姓
不
精
に
な
り
、
手
尿
・
作
り
齪
の
出
来
無
数
に
成
行
躰
に
見

へ
た
り
、
第
一
高
多
く
持
た
る
百
姓
は
手
作
を
数
多
致
し
ぬ
れ
ば
昼

夜
あ
は
た
だ
し
き
事
を
厭
ひ
、
下
し
田
に
の
み
し
て
漸
早
稲
田
な
ど

慰
が
て
ら
の
手
作
し
て
、
家
内
に
食
ふ
所
の
薙
萄
・
瓜
・
茄
子
さ
へ

外
よ
り
買
求
て
用
を
達
し
ぬ
る
族
に
成
行
ゆ
へ
、
小
農
も
自
つ
か
ら

是
を
見
響
ひ
、
牛
馬
を
も
持
ず
し
て
な
る
儘
に
耕
作
を
営
む
闇
、
古

へ
と
違
ひ
土
蔵
・
草
山
も
こ
し
ら
へ
ず
、
作
り
高
少
け
れ
ば
藁
糠
も

お
の
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
手
癖
・
人
馬
の
糞
の
た
ぐ
ひ
も
減
少
し
、

家
子
・
下
人
も
置
ざ
れ
ば
ご
み
な
が
し
作
り
糞
は
猶
更
に
嵐
来
ざ
る

に
因
り
、
持
運
び
や
す
き
干
鰯
の
み
過
分
に
遣
ひ
来
る
事
と
な
れ

り
、
依
之
三
州
の
浦
方
に
出
来
干
鰯
に
て
は
二
三
分
通
な
ら
で
は
行

渡
ら
ず
、
越
後
・
佐
渡
・
出
羽
等
の
国
友
よ
り
毎
年
入
船
し
、
過
分

の
金
銀
他
国
に
渡
る
事
国
家
の
費
書
ん
方
な
し
、
其
上
干
鰯
は
年
々

に
土
地
を
病
か
す
も
の
に
て
、
去
年
四
俵
入
し
田
地
へ
今
年
は
六
俵

入
ざ
れ
ば
青
田
出
来
劣
る
事
故
、
年
を
経
る
に
随
て
干
鰯
増
長
す
る

な
り
、
当
時
氷
見
・
伏
木
・
放
生
津
三
湊
に
て
売
買
す
る
干
鰯
凡
二

十
万
俵
に
及
ぶ
と
い
へ
り
、
か
か
る
閥
適
々
豊
作
の
年
を
経
て
も
秋

に
至
り
南
中
よ
り
藤
代
を
払
へ
ば
自
然
と
農
人
の
衰
微
と
成
、
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
か
ち
け
百
姓
と
な
る
事
目
前
な
り
」
。
金
肥
普
及
に
と
も
な
う
農

業
生
産
上
の
諸
変
化
は
寛
延
の
縮
方
請
帳
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る

が
、
加
え
て
、
干
鰯
は
地
力
保
持
の
た
め
に
年
々
よ
り
多
量
の
施
用

を
要
す
る
と
説
明
し
て
の
多
肥
化
傾
向
の
指
摘
が
あ
り
、
農
業
経
営

の
縮
小
（
手
作
の
縮
小
↓
お
ろ
し
作
）
と
霞
給
肥
料
の
減
少
（
↓
金
肥
増

大
）
と
の
関
連
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
給
肥
料
の
減
少
は
そ

の
製
造
の
た
め
の
労
働
力
量
を
減
少
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

干
鰯
の
大
部
分
が
他
国
か
ら
移
入
さ
れ
、
越
中
の
露
湊
着
荷
が
二
十

万
貫
に
達
す
る
と
い
う
記
事
は
、
後
述
『
耕
稼
春
秋
』
の
加
賀
に
関

す
る
記
事
と
と
も
に
、
そ
の
需
要
の
大
き
さ
と
商
贔
と
し
て
の
農
民

経
済
上
の
重
要
な
地
位
を
推
測
さ
せ
る
。
農
民
的
商
品
経
済
の
小
農

民
・
小
作
ま
で
へ
の
浸
透
が
、
一
八
世
紀
金
肥
普
及
の
前
提
で
あ
り
、

地
主
層
は
手
作
り
の
縮
小
に
よ
っ
て
野
菜
類
も
購
入
し
て
い
る
。
こ

れ
は
前
掲
天
和
二
年
田
井
村
次
郎
吉
の
謡
扇
な
ど
と
は
格
段
の
差
を

も
つ
商
品
経
済
の
発
展
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
肥
料
に
つ

い
て
同
様
の
状
況
を
示
す
史
料
は
他
に
も
あ
る
が
今
は
省
き
、
た
だ
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多籍巴集約イヒとノ」、農Yk経鴬の自立（」ヒ）　（高訂ミ）

多
応
化
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、
　
口
郡
の
年
代
不
詳
（
雄
定
｛
八
○

　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
年
頃
）
『
耕
作
大
綱
』
に
「
当
世
は
肥
を
多
く
細
る
故
、
魚
・
絞
油

粕
・
鳥
の
糞
或
ハ
豆
腐
の
粕
・
小
麦
二
等
の
も
の
を
翻
る
な
り
」
と

あ
る
。
能
登
は
、
さ
き
に
馬
に
関
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
に
干

鰯
な
ど
の
金
肥
普
及
度
の
比
較
的
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
域
で
あ

る
が
、
　
そ
こ
で
も
多
肥
農
業
は
進
展
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
、
　
元

禄
・
宝
永
期
か
ら
の
金
肥
の
普
及
・
多
転
化
は
、
当
蒔
の
農
業
生
産

上
の
諸
変
化
に
関
連
し
て
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

肥
料
面
で
の
新
段
階
を
画
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
新
段
階
へ
進
む
に
際
し
て
、
そ
の
先
頭
に
あ
っ
た
の

は
宝
永
四
年
『
耕
稼
春
秋
』
の
示
す
石
川
郡
金
沢
近
在
の
場
合
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
そ
の
記
述
の
要
点
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で

あ
る
。
鰯
・
油
か
す
は
主
要
な
肥
料
に
含
ま
れ
、
油
か
す
は
近
年
高

儘
に
な
っ
て
、
安
価
な
「
菜
種
こ
え
」
が
一
部
に
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
魚
肥
は
生
鰯
だ
が
、
地
浜
産
は
少
な
く
越
後
・
出
羽
・
奥
州

辺
よ
り
積
廻
さ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
。
小
便
こ
え
・
面
こ
え
は
金

沢
よ
り
買
い
、
小
便
こ
え
の
代
物
は
七
、
八
年
前
の
藁
か
ら
六
、
七

年
前
の
野
菜
に
代
っ
て
、
一
荷
当
り
代
価
も
次
第
に
高
く
な
り
、
宝

永
二
年
頃
か
ら
は
町
方
貧
者
へ
は
銭
で
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。
肥
料

に
代
価
を
支
払
う
の
は
麦
・
菜
種
に
多
く
の
肥
料
を
必
要
と
す
る
た

め
で
あ
る
こ
と
。
肥
料
の
種
類
を
金
沢
か
ら
の
距
離
別
で
云
え
ば
、

一
里
余
迄
は
小
便
・
馬
屋
こ
え
、
三
里
余
迄
は
真
言
・
灰
こ
え
・
干

鰯
・
生
鰯
、
山
方
や
山
ぎ
わ
で
は
こ
の
外
に
草
ご
え
を
用
い
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鰯
・
油
か
す
、
さ
ら
に
最
も
主
要
な
肥

料
で
あ
る
小
便
こ
え
が
購
入
さ
れ
、
代
纐
が
次
第
に
高
騰
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
か
な
り
急
速
な
需
要
の
増
加
、
金
肥
の
普
及
が
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
が
わ
れ
る
。
な
お
、
同
じ
く
宝
永
期
の
能
美
郡
『
農
事
加
護
』
で

も
、
干
鰯
・
生
面
・
油
か
す
の
使
用
を
示
し
、
ま
た
大
墾
寺
城
下
か

ら
一
里
程
は
な
れ
た
村
で
小
便
を
買
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
金
肥
の
施
用
は
石
川
・
能
美
郡
な
ど
を
先
頭
に
し
て
進
展
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
菜
種
・
た
ば
こ
や
野
菜
類

な
ど
の
商
贔
作
物
栽
培
の
発
達
を
重
要
な
契
機
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
（
後
述
）
。

　
以
上
、
嶺
時
の
肥
料
の
変
化
を
し
ら
べ
て
、
す
で
に
明
暦
期
か
ら

の
一
部
に
お
け
る
干
鰯
・
抽
か
す
の
使
用
を
前
史
と
し
、
一
八
世
紀

に
入
る
こ
ろ
か
ら
金
肥
が
一
般
に
普
及
し
、
か
つ
多
肥
化
す
る
方
向

を
と
る
こ
と
を
み
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
農
業
経
営
の
縮
小
化
と
馬

数
の
減
少
が
指
摘
さ
れ
た
。
馬
の
減
少
は
醗
肥
の
減
少
ば
か
り
で
な
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く
刈
敷
の
草
の
運
搬
で
も
能
率
を
低
下
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
縮
小
化

さ
れ
た
労
働
組
織
（
経
営
単
位
）
は
、
馬
に
代
っ
て
充
分
な
だ
け
の

人
間
労
働
を
補
充
し
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
手
廻
し
の

よ
い
、
能
率
的
な
金
肥
が
次
第
に
霞
給
肥
料
に
と
っ
て
代
る
。
と
は

い
え
、
わ
た
し
は
事
実
と
し
て
自
給
肥
料
が
依
然
と
し
て
肥
料
の
基

調
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
二
時
に

商
品
作
物
栽
培
の
発
達
、
商
品
貨
幣
経
済
の
浸
透
が
指
摘
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
の
べ
る
が
、
抽
か
す
は
菜
種
栽
培
に
よ
っ

て
得
ら
れ
、
干
鰯
は
日
本
海
航
運
に
よ
る
移
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
、

他
方
で
菜
種
・
麻
・
た
ば
こ
・
野
菜
な
ど
は
多
貴
の
肥
料
を
要
求
す

る
作
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
金
肥
は
普
及
に
と
も
な
っ
て
次
第

に
高
値
と
な
っ
た
。
農
業
経
営
費
に
お
け
る
肥
料
代
の
比
重
の
増

大
は
こ
の
肥
料
価
格
の
騰
貴
も
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
、
と
く
に
経
営
の
大
小
、
貧
富
の
差
に
よ
る
金
肥
施
用
の
差
は
無

視
で
き
な
い
。
　
「
惣
じ
て
田
植
付
＃
引
こ
え
は
、
百
姓
上
中
下
の
分

限
に
し
た
か
ひ
段
々
有
」
り
、
　
「
惣
て
植
物
の
こ
え
、
上
百
姓
能
糞

　
　
⑫

を
入
る
」
。
反
面
で
「
近
年
田
畑
養
、
干
鰯
等
払
底
二
面
直
段
も
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

直
二
罷
成
、
小
百
姓
躰
之
者
別
蒲
養
不
調
之
由
相
聞
候
」
。
も
っ
と

も
上
層
農
民
で
も
、
手
作
地
主
と
思
わ
れ
る
宮
永
正
運
『
私
家
農
業

談
』
は
「
可
成
か
き
り
言
詮
を
作
り
立
、
不
足
す
る
所
斗
を
灰
・
油

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

糠
な
ど
に
て
補
ふ
様
に
有
度
事
な
り
」
と
の
べ
て
保
守
的
で
あ
る
。

農
業
経
営
の
性
格
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
領
主
は
金

肥
の
抑
制
を
策
す
る
。
前
掲
寛
延
四
年
縮
方
請
書
は
自
給
肥
料
に
戻

る
こ
と
、
階
数
を
多
く
持
つ
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
寛

保
三
年
ご
一
月
の
触
な
ど
で
も
土
駅
の
使
用
を
強
く
通
達
し
て
い
る
。

百
姓
に
尿
代
銀
を
貸
付
け
る
と
い
う
藩
の
「
勧
農
」
事
業
は
つ
づ
い

て
い
て
も
、
寛
文
期
に
比
し
て
肥
料
艮
生
産
力
発
展
に
対
す
る
領
主

の
歴
史
的
役
割
は
変
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

3
、
農
具
　
ま
ず
前
節
の
経
営
費
計
箪
か
ら
、
農
具
の
種
類
を
み
よ

う
。
明
暦
期
の
三
史
料
（
表
－
）
と
天
明
の
砺
波
郡
（
衷
3
）
を
比
べ
る

と
、
前
者
に
な
く
後
程
に
み
え
る
も
め
は
、
「
稲
こ
き
」
、
「
と
ふ
み

と
ふ
し
」
（
麿
箕
通
し
）
、
ま
た
、
「
鎌
三
通
り
」
と
あ
る
。
　
『
開
作
内

考
』
で
は
鎌
は
「
鎌
」
、
　
「
鋸
鎌
」
、
「
木
鎌
」
の
三
種
、
稲
こ
き
は

み
え
な
い
が
「
と
う
箕
」
、
「
と
う
け
ん
と
ん
」
大
・
中
・
小
を
記
し
、

臼
は
「
土
壇
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
農
具

の
改
良
発
達
に
つ
い
て
農
書
類
そ
の
他
か
ら
し
ら
べ
よ
う
。
ま
ず
鍬

で
は
三
ッ
鍬
（
櫨
中
鍬
・
熊
手
鍬
）
が
出
現
す
る
。
そ
の
時
期
は
、
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天
明
七
年
正
月
の
勧
農
の
触
、
天
明
八
年
『
私
家
農
業
談
』
、
ま
た

『
農
業
大
綱
』
に
、
い
ず
れ
も
「
近
年
」
出
現
し
た
農
具
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
一
八
世
紀
後
期
に
は
三
州
に
普
及
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
三
ツ
鍬
は
後
述
の
ご
と
く
堅
田
の
耕
起
用
具
と
し
て
黎

に
と
っ
て
代
る
も
の
で
あ
っ
た
。
黎
は
、
暮
末
期
に
い
た
る
ま
で
の

三
州
各
地
域
の
農
書
類
に
通
じ
て
記
載
が
あ
り
、
使
用
さ
れ
て
も
い

る
が
、
た
だ
そ
の
改
良
発
達
は
特
に
見
受
け
ら
れ
ず
、
ま
た
耕
作
馬

の
減
少
も
あ
っ
て
、
一
般
的
に
云
っ
て
黎
↓
三
ツ
鍬
へ
の
変
化
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
も
っ
と
も
、
三
つ
鍬
出
現
以
前
に
は
平
鍬
が
使

用
さ
れ
て
、
攣
↓
平
丘
毒
三
つ
鍬
の
頗
序
で
あ
っ
た
ろ
う
）
。
こ
れ
は
、
の

ち
に
み
る
よ
う
に
耕
転
体
系
の
変
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
変
化
で
あ

る
。
鎌
は
、
稲
刈
用
の
鋸
鎌
の
こ
と
が
宝
永
期
の
『
耕
稼
春
秋
』
、

『
農
事
遺
書
』
に
み
え
、
後
者
は
稲
株
の
切
口
が
荒
く
な
る
た
め
乾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

燥
が
良
い
と
評
価
し
て
い
る
。

　
脱
穀
・
精
製
過
程
の
農
具
で
は
、
千
歯
こ
き
の
初
見
は
正
徳
五
年

十
月
、
石
墨
・
河
北
郡
十
村
が
近
年
出
来
の
珍
ら
し
ぎ
物
を
書
上
げ

た
中
に
稲
こ
き
を
挙
げ
、
　
「
近
年
江
州
よ
り
売
に
参
、
在
々
に
用
申

候
所
宜
御
座
候
、
一
両
年
御
当
地
に
溶
出
来
由
候
」
と
述
べ
て
、
す
で

に
現
地
で
製
造
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
そ
れ

以
前
で
は
、
　
『
耕
稼
春
秋
』
は
「
扱
い
箸
」
が
近
年
鉄
製
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
　
『
農
事
遺
書
』
に
み
え
る
「
唐
箸
」
　
（
二
本
の
扱
き
歯
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

有
す
る
竹
千
歯
）
は
千
歯
こ
き
の
原
理
的
萌
芽
を
有
す
る
と
い
う
。
ま

た
籾
す
り
用
の
木
目
［
が
土
臼
へ
改
良
さ
れ
る
時
期
は
、
『
耕
稼
春
秋
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
は
木
沓
だ
が
、
天
明
元
年
石
川
郡
の
『
耕
作
大
要
』
、
同
八
年
砺

波
郡
『
私
家
農
業
談
』
、
ま
た
口
郡
の
『
農
業
大
綱
』
に
記
載
が
あ

っ
て
、
三
州
に
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
幕
末
期

の
『
民
家
検
労
図
』
の
記
述
か
ら
推
断
し
て
享
保
末
に
土
臼
の
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
木
臼
が
二
人
掛
り
で
手
縄
を
交
互
に
引
く

半
回
転
方
式
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
土
臼
は
五
人
掛
り
（
『
民
家

検
蛍
選
』
）
で
指
木
を
使
う
全
圓
転
方
式
を
と
っ
て
能
率
を
上
げ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
選
捌
用
具
は
、
箕
か
ら
唐
箕
（
躍
扇
）
へ
、
米
縫
（
け

ん
ど
ん
）
か
ら
干
石
窯
（
唐
け
ん
ど
ん
）
へ
、
ゆ
る
輪
か
ら
ゆ
り
板
（
米

ゆ
り
）
へ
変
る
。
唐
箕
は
『
耕
稼
春
秋
』
に
記
載
が
な
い
が
、
能
美

郡
の
『
農
事
遺
書
』
に
は
小
麦
に
関
し
て
み
え
、
そ
の
後
は
安
永
の

『
開
作
内
考
』
や
農
書
類
に
通
じ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
天
保
七
年

四
月
付
の
越
中
の
御
扶
持
入
十
村
石
崎
市
右
衛
門
の
調
査
書
上
に
、

唐
箕
・
唐
け
ん
ど
ん
の
使
用
は
「
正
徳
・
享
保
の
頃
よ
り
始
り
候
哉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

申
伝
候
」
と
の
べ
て
い
て
、
千
歯
扱
き
、
土
臼
の
導
入
と
同
年
代
で
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あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
精
製
用
具
の
一
遮
の
変
化
に
つ
い
て
、
『
私
家
農
業
談
』

は
「
古
代
は
扱
摺
の
道
具
、
黒
竹
・
す
り
う
す
躰
畑
一
か
ら
、
米
筏

四
つ
、
内
一
つ
荒
と
ほ
し
、
一
つ
は
中
と
ほ
し
、
一
つ
は
清
と
ほ
し
、

一
つ
は
小
米
と
ほ
し
、
又
箕
二
つ
、
此
の
如
し
、
米
仕
立
る
道
具
六

色
に
て
済
し
な
り
、
近
年
色
々
の
道
具
ふ
へ
来
る
、
当
時
は
古
し
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
め
ゆ
り

の
道
具
は
曾
て
不
用
、
木
臼
は
土
碓
に
か
は
り
、
喉
輪
は
米
汰
に
替
、

米
筏
は
千
石
雛
に
変
り
、
箕
は
麗
扇
に
転
じ
て
、
力
を
労
さ
ず
卒
労
を

尽
さ
ず
し
て
米
を
仕
立
る
術
を
の
み
量
り
け
る
な
り
…
…
今
は
此
道

具
三
州
と
も
に
流
行
し
て
、
い
か
な
る
農
家
に
も
吟
味
舎
に
是
を
こ

し
ら
へ
調
へ
、
若
州
の
道
具
の
内
一
晶
に
て
も
無
之
家
に
は
人
毎
に

そ
し
り
立
て
、
男
女
奉
公
を
嫌
ひ
け
る
に
よ
り
、
自
ら
費
を
厭
は
ず

是
を
捲
て
渡
を
以
て
第
一
と
す
る
事
に
成
た
る
な
り
」
と
述
べ
て
い

⑪る
。
こ
の
よ
う
に
改
良
農
具
は
天
明
期
に
は
か
な
り
徹
底
し
て
普
及

し
て
お
り
、
か
っ
て
の
扱
き
箸
－
木
臼
－
箕
一
米
籠
・
ゆ
り

輪
の
脱
穀
精
製
用
具
の
体
系
は
、
正
徳
・
享
保
期
ご
ろ
か
ら
、
千
歯

扱
き
ー
ー
総
譜
－
唐
箕
一
1
千
石
笹
・
ゆ
り
板
の
体
系
へ
変
化
す

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
た
～
連
の
農
具
の
改
良
発
達
は
、
い
か
な
る
生
産
性
の

向
上
に
向
っ
て
い
た
か
。
そ
の
端
緒
段
階
で
あ
っ
た
『
耕
稼
春
秋
』

に
す
で
に
「
農
具
新
に
捲
、
就
中
鍬
鎌
を
初
鉄
道
具
新
調
る
者
は
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

業
は
か
ど
り
、
台
帳
避
難
し
」
と
認
識
さ
れ
、
一
連
の
改
良
発
展
が

ほ
父
達
成
さ
れ
る
天
明
期
に
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
ご
と
く
、
新
式
農

具
を
備
へ
ぬ
農
家
は
そ
し
ら
れ
、
奉
公
人
も
き
ら
う
ほ
ど
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
間
、
た
と
え
ば
三
ツ
鍬
に
つ
い
て
、
藩
が
「
荒
起
に
鍬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

入
浅
く
、
草
之
根
嚢
切
餅
、
新
町
に
相
成
申
様
子
二
候
」
と
し
て
使

用
禁
止
を
申
渡
し
て
も
、
能
率
の
向
上
を
追
求
し
て
普
及
し
つ
づ
け

る
の
で
あ
る
。
と
く
に
精
製
過
程
で
は
、
幕
末
期
の
『
開
作
仕
様
』

に
よ
る
と
、
「
扱
き
摺
」
（
半
鐘
脱
穀
、
半
日
調
整
）
の
方
法
の
場
合
、

こ
き
箸
体
系
で
は
一
日
に
男
一
人
二
斗
、
女
一
人
一
斗
四
、
五
升
の

米
を
仕
上
げ
た
が
、
千
歯
こ
き
体
系
で
は
男
三
斗
五
升
、
女
二
斗
五

升
と
な
り
、
約
一
・
七
倍
は
増
産
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

脱
穀
・
精
製
過
程
は
女
子
労
働
の
比
率
の
高
い
作
業
で
あ
る
か
ら
、

こ
と
に
女
子
労
働
力
の
節
約
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

先
述
の
必
要
労
働
量
の
変
化
に
つ
い
て
女
子
労
働
力
が
と
く
に
減
少

し
て
い
た
こ
と
に
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
農
閑
の
期
間

が
い
く
ら
か
で
も
ふ
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
想
し
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
能
率
の
向
上
を
め
ざ
す
農
具
改
良
の
方
向
は
、
さ
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き
に
肥
料
に
関
連
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
経
営
の
小
規
模
化
傾
向
に

即
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
改
良
は
小
規
模
化
し
た
経
営
に
適

合
的
な
限
り
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
こ
と
か
ら
云
え
る

が
、
と
く
に
三
ツ
鍬
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
安
田
健
茂
が
、
従
来
の
、

増
肥
に
適
応
す
る
た
め
に
深
耕
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う

説
明
を
否
定
し
て
、
三
ツ
鍬
は
土
壌
の
取
扱
い
の
観
点
か
ら
は
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ろ
後
退
し
て
お
り
多
肥
化
に
適
応
的
で
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と

の
方
が
、
先
掲
の
「
荒
起
に
鍬
入
浅
く
」
の
文
言
や
、
享
保
年
中
に

改
作
奉
行
増
田
半
助
が
通
達
し
た
中
に
「
弱
キ
百
姓
荒
起
薄
ク
仕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋
⑭

糞
も
不
縁
故
、
年
々
地
や
せ
出
来
悪
敷
候
事
」
と
あ
る
こ
と
に
て
ら

し
て
妥
当
な
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
、

一
面
で
は
毛
起
披
露
の
後
退
を
示
し
な
が
ら
三
ツ
鍬
に
移
行
す
る
理

由
は
、
馬
を
持
ち
え
な
い
、
黎
耕
の
で
き
な
い
程
度
の
小
規
模
農
業

経
営
の
成
立
を
背
景
に
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
す
で

に
一
七
世
紀
後
半
か
ら
み
ら
れ
た
金
肥
の
使
用
が
、
積
極
的
に
普
及

す
る
な
か
で
、
・
石
の
部
分
的
な
技
術
的
後
退
を
補
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
も
推
測
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
農
民
間
の
階
層
差
は
無
視
で
き
な
い
。
効
力
の
良
い
金

肥
も
十
分
に
施
用
で
き
ず
、
　
「
下
百
姓
は
作
り
高
程
人
馬
を
か
か
へ

ず
、
農
具
弱
く
」
と
さ
れ
る
下
層
農
民
は
、
一
般
的
な
能
率
向
上
の

な
か
で
反
っ
て
上
の
階
謄
と
の
生
産
性
の
格
差
を
拡
大
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
彼
等
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
生
産
力
は
、
以
前
に
も
増
し
て
激

し
く
駆
使
す
る
自
分
自
身
の
労
働
力
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

4
、
耕
作
佑
系
　
以
上
に
み
た
男
女
労
働
力
数
の
増
加
か
ら
減
少
へ

の
変
化
、
馬
の
減
少
、
金
肥
導
入
と
多
肥
化
、
農
具
の
能
率
化
な
ど

は
、
耕
作
方
法
の
変
化
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
耕
作
の
全

体
系
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
脱
穀
・
精
製
過
程
に
お
け
る

能
率
向
上
一
労
働
力
節
約
と
労
働
力
組
織
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
さ

き
に
ふ
れ
た
が
、
以
下
に
耕
起
、
代
掻
き
、
中
耕
・
除
草
過
程
に
つ

い
て
、
そ
の
変
化
を
推
測
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
耕
起
作
業
で
指
摘
で

き
る
二
、
三
点
を
あ
げ
る
と
、
　
「
荒
起
」
は
、
元
来
、
沼
田
は
鍬
、

堅
田
は
黎
を
使
用
し
て
い
た
。
そ
れ
が
墓
末
期
『
朋
作
仕
様
』
や
天

保
一
三
年
砺
波
郡
の
『
盤
子
仕
業
等
之
御
亭
書
上
申
帳
』
で
は
、
は

っ
き
り
堅
田
に
三
ッ
鍬
を
使
用
す
る
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
つ
ぎ
に

黎
耕
の
場
合
を
の
べ
る
順
序
を
と
っ
て
い
る
。
天
明
期
の
史
料
で
は

一瓢

c
鍬
使
用
の
場
合
を
記
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
が
、
当
時
す
で

に
使
用
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
前
述
）
か
ら
、
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以
降
、
幕
末
期
に
か
け
て
三
ツ
鍬
に
よ
る
堅
田
荒
起
が
次
第
に
一
般

的
と
な
っ
て
、
つ
い
に
通
常
の
方
法
化
し
た
と
理
解
で
き
る
。
も
っ

と
も
、
三
ツ
鍬
以
前
に
平
沙
の
使
用
が
当
然
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
黎

↓
平
手
に
よ
る
黎
耕
の
後
退
は
、
幕
末
期
を
待
た
な
く
と
も
一
八
世

紀
中
に
予
想
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
そ
の
上
で
三
ツ
鍬
に
よ
る
能

率
向
上
が
み
ら
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
堅
田
荒

起
に
お
け
る
黎
・
耕
の
場
合
、
石
川
・
河
北
、
砺
波
郡
な
ど
で
は
す
く

前
に
「
ば
ん
の
こ
割
」
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
稲
株
を
四
～
鼻
革
間

隔
で
二
株
分
の
幅
の
溝
を
鍬
で
ほ
り
、
排
水
を
良
く
し
て
田
を
乾
燥

さ
せ
、
虫
害
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
ツ
鍬
に
よ
る
場

合
は
「
ば
ん
の
こ
翻
脇
は
行
な
わ
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
代
っ
て
、

三
ツ
鍬
に
よ
る
荒
起
の
つ
ぎ
、
「
荒
切
（
小
割
）
」
（
鍬
を
使
用
）
の
ま

え
に
、
紹
で
土
を
切
り
こ
な
す
「
鎌
き
り
」
と
い
う
作
業
が
新
た
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
荒
切
（
小
割
）
の
つ
ぎ
の
「
く
れ
返

し
（
あ
ら
く
れ
）
」
作
業
（
黎
を
使
用
）
も
『
開
作
仕
様
』
で
は
人
力

（
鍬
）
の
み
で
行
な
う
場
合
（
「
打
返
し
」
と
い
う
）
も
記
し
て
い
る
。

　
代
掻
き
作
業
は
、
堅
田
で
は
元
来
は
「
面
す
き
」
（
箪
を
使
用
）
1

「
小
切
（
植
代
切
ご
（
鍬
を
使
絹
）
i
「
か
い
没
す
き
」
（
黎
を
使
用
）

と
い
う
順
序
で
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
堅
圏
に
だ
け
行
な
わ
れ

る
「
小
す
き
」
作
業
は
、
天
明
の
『
私
家
農
業
談
』
に
そ
の
語
が
み

え
る
だ
け
で
、
当
時
の
他
の
史
料
で
も
、
幕
末
期
の
史
料
で
も
、
こ

の
作
業
に
ふ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
堅
田
で
「
か
い
田

す
き
」
（
攣
耕
）
に
代
っ
て
「
か
い
田
打
」
（
鍬
耕
）
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
は
す
で
に
『
耕
稼
春
秋
』
で
「
但
馬
な
き
者
は
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

田
打
堕
す
る
」
と
の
べ
て
お
り
、
　
『
農
業
大
綱
』
に
な
る
と
「
ま
た

か
い
田
打
も
か
い
醒
す
き
と
い
ふ
て
馬
に
す
か
せ
る
所
あ
り
」
と
、

打
つ
方
法
が
普
通
の
ご
と
く
に
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
す
き
こ
な

す
方
法
に
代
っ
て
打
ち
こ
な
す
方
法
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
が
、
ま

た
、
な
ら
す
作
業
が
丹
念
に
な
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
延
宝
四
年

砺
波
郡
堅
田
の
植
付
前
の
作
業
は
「
か
い
溢
す
き
」
、
延
宝
六
年
能

美
郡
は
「
廻
す
き
こ
な
し
」
で
あ
る
が
、
元
禄
以
後
の
史
料
に
は
、

ま
ぐ
わ
・
鍬
・
杁
（
ゑ
ぶ
り
）
な
ど
で
な
ら
す
こ
と
が
記
載
さ
れ
、

か
つ
入
念
に
な
ら
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上

の
こ
と
は
地
域
あ
る
い
は
史
料
に
よ
っ
て
作
業
の
名
称
が
こ
と
な
り
、

作
業
過
程
や
そ
の
記
述
に
精
粗
の
差
が
あ
っ
て
、
よ
り
厳
密
な
検
討

は
今
後
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
馬
耕
は
消
滅
し
な
い
と

は
い
え
、
黎
耕
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
傾
向
が
進
ん
だ
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
と
く
に
黎
は
「
荒
起
」
、
　
「
く
れ
返
し
」
、
　
「
か
い
閉
す
き
」
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の
す
べ
て
が
鍬
で
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
全
く
使
用
し
な
く
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

耕
作
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
杷
は
「
鎌
切
」
や
代
掻
き
で
黎
よ
り

は
比
較
的
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
く
耕
し
乾
土
す

る
興
起
方
法
は
、
次
第
に
よ
く
打
ち
こ
な
し
、
よ
く
な
ら
す
方
法
に

転
換
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
耕
起
方
法
の
後
退
で
は
な
く
㍉
転
換
が

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
、
馬
力
か
ら
人
力
へ
の
移
行
は
人
聞
労
働
の
量
的
増
加
を
も
．

た
ら
し
た
。
堅
田
の
「
荒
起
」
の
ば
あ
い
、
　
『
開
作
仕
様
』
に
は
馬

耕
す
れ
ば
「
ば
ん
の
こ
割
」
に
一
人
一
日
三
〇
〇
～
三
六
〇
歩
、
そ

の
あ
と
馬
で
す
い
て
七
二
〇
歩
。
人
力
の
み
で
は
一
人
一
日
一
二
〇

歩
と
し
て
い
る
。
前
者
は
一
反
（
こ
の
ば
あ
い
三
六
〇
歩
）
当
り
一
．

五
人
程
と
馬
○
・
五
疋
、
後
者
は
反
当
三
人
と
な
る
。
ま
た
天
保
一

三
年
砺
波
郡
の
前
掲
史
料
に
は
馬
耕
で
「
ば
ん
の
こ
割
」
に
一
人
二

反
、
そ
の
あ
と
馬
で
二
反
を
す
き
起
し
、
三
ツ
鍬
に
よ
る
場
合
は
一

人
二
〇
〇
歩
程
。
つ
ま
り
前
者
は
一
人
と
○
・
五
疋
、
後
老
は
一
・

八
人
で
あ
る
。
す
な
わ
両
史
料
と
も
馬
を
使
用
し
な
け
れ
ば
労
働
量

は
ほ
ぼ
倍
増
す
る
。
ま
た
「
く
れ
返
し
」
で
は
、
　
『
開
作
仕
様
』
に
、

馬
を
入
れ
る
場
合
籔
「
鋤
か
や
し
」
は
七
二
〇
歩
（
荒
鋤
な
ら
三
反
～

三
反
半
）
、
人
力
の
み
の
場
合
聾
「
打
返
し
」
は
一
人
一
日
二
六
〇
～

三
〇
〇
歩
と
あ
り
、
前
者
は
○
・
五
人
と
O
・
五
疋
（
○
．
三
入
弱
と

○
・
三
疋
弱
）
、
後
者
は
一
・
四
～
一
・
二
人
で
、
約
二
～
三
倍
の
人

力
量
の
増
加
で
あ
る
。
　
「
植
園
」
に
つ
い
て
天
保
一
三
年
砺
波
郡
は
、

絶
で
一
度
か
け
ば
約
八
反
、
鍬
で
は
一
反
を
打
ち
、
そ
の
あ
と
の
な

ら
し
作
業
は
ま
ぐ
わ
の
あ
と
は
一
人
二
反
半
、
鍬
の
あ
と
は
二
反
程

と
記
し
て
い
る
。
鍬
に
よ
れ
ば
二
倍
以
上
の
人
力
を
要
す
る
。

　
こ
う
し
て
耕
起
・
代
掻
き
作
業
の
場
合
は
、
三
ツ
鍬
が
患
現
し
て

も
決
し
て
単
純
に
労
働
力
の
節
約
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
中
耕
・
除
草
過
程
で
も
労
働
力
量
が
ふ
え
る
。

た
と
え
ば
『
私
家
農
業
談
』
に
「
御
改
作
御
定
は
『
中
打
』
一
遍
、

『
一
番
草
』
　
『
二
番
草
』
合
せ
て
一
二
遍
に
て
取
上
る
御
定
な
れ
ど
も
、

当
時
は
『
中
打
』
も
有
事
二
遍
し
て
、
其
上
に
『
一
番
』
　
『
二
番
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
り
段
々
に
『
三
番
』
『
四
番
』
『
五
番
』
迄
も
華
魁
に
と
る
な
り
」

と
あ
っ
て
、
回
数
の
増
加
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
す
で
に
延
宝

期
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
延
宝
四
年
砺
波
郡
は
堅
田
・
沼
三

共
に
中
打
一
回
・
草
取
四
回
、
延
宝
六
年
能
美
郡
は
中
打
二
野
・
草

取
三
園
と
、
い
ず
れ
も
合
せ
て
五
回
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
元
禄

期
で
は
、
元
禄
一
〇
年
石
川
郡
は
中
打
二
回
・
草
取
三
～
四
園
、
周
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

口
郡
堅
牢
は
中
打
一
回
・
草
取
五
～
六
回
と
み
え
る
が
、
こ
の
よ
う
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に
、
炎
天
下
に
虫
に
さ
さ
れ
葉
先
に
傷
つ
け
ら
れ
て
か
が
み
続
け
る

重
労
働
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
耕
・
除
草
作
業
は
す
で
に
延
宝
期
か

ら
て
い
ね
い
に
な
り
、
そ
の
後
も
さ
ら
に
入
念
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
肥
料
の
多
量
投
入
に
よ
っ
て
稲
ば
か
り
で

な
く
雑
草
も
生
立
ち
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
農
耕
労
働
力
は
脱
穀
・
精
製
過
程
で
は
農
具
の

改
良
発
達
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
直
接
ふ
れ
な

か
っ
た
が
馬
の
飼
育
、
草
刈
の
労
働
が
省
か
れ
た
こ
と
も
当
然
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
耕
起
・
代
掻
・
中
耕
・
除
草
過
程
は
作
業
の
入
念

化
一
集
約
化
が
す
す
ん
で
、
労
働
力
は
決
し
て
節
約
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
全
耕
作
体
系
は
、
と
く
に
労
働
力
の
組

織
・
配
分
の
変
化
を
中
心
に
全
体
的
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
近
世

中
期
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
は
質
的
変
化
を
有
し
て
い
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
右
の
農
業
労
働
力
配
分
体
系
の
変
化
に
関
連
し
て
考
え
る
べ

き
こ
と
に
、
節
約
さ
れ
た
労
働
力
の
放
出
先
、
集
約
化
さ
れ
た
労
働

の
供
給
源
の
問
題
が
あ
る
。
馬
の
飼
育
、
自
給
肥
料
製
造
に
投
入
さ

れ
た
労
働
は
農
耕
作
業
へ
直
接
に
一
部
転
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、

耕
起
・
除
草
作
業
な
ど
に
は
労
働
の
強
化
も
考
慮
し
て
よ
か
ろ
う
。

脱
穀
精
製
労
働
の
節
約
部
分
は
農
閑
余
業
へ
も
廻
さ
れ
て
、
今
や
農

民
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
貨
幣
を
取
得
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
当

齎
そ
れ
ら
を
一
々
考
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
に
は
、

農
業
内
部
で
は
全
体
と
し
て
単
位
面
積
・
艶
聞
当
り
労
働
力
数
の
停

滞
傾
向
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
の
問
題
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
農
業
外
の
労
働
力
と
の
関
係
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
労
働
生
産
性
の
項
や
第
三
節
以
下
で
そ
れ
に
ふ
れ
る
こ
と

に
す
る
が
、
そ
の
前
に
い
ま
一
つ
、
収
穫
量
に
つ
い
て
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

5
、
種
籾
と
稲
　
最
初
に
、
前
節
の
経
営
費
計
算
に
示
さ
れ
た
播
種

量
の
検
討
を
通
じ
て
少
し
く
考
え
て
み
よ
う
。
明
暦
期
の
三
州
全
体

は
籾
一
斗
五
合
、
能
登
は
一
斗
五
升
で
あ
る
。
能
美
郡
は
栽
培
品
目

の
地
域
性
を
反
映
し
て
か
、
大
豆
・
小
豆
な
ど
が
鐸
入
さ
れ
て
い
て

不
明
確
で
あ
る
が
、
全
て
籾
と
し
て
草
高
百
石
当
り
四
石
（
反
当
り

六
升
八
合
）
は
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
そ
の
約
二
〇
年
後
の
延
宝
六

年
能
美
郡
の
反
妾
り
平
均
は
六
升
と
さ
れ
て
お
り
、
大
体
見
合
う
量

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
暦
・
延
宝
期
は
地
域
差
を
伴
な
っ
て
反
当

り
六
升
～
一
斗
五
升
、
平
均
的
に
は
三
州
全
体
の
数
値
か
ら
も
推
測
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し
て
一
斗
程
度
の
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
元
禄

一
〇
年
石
州
郡
の
書
上
（
前
掲
）
に
は
、
早
・
中
・
晩
稲
を
平
均
し
て
里

方
⊥
ハ
升
、
片
山
方
七
升
、
潟
廻
り
一
斗
、
奥
山
方
一
斗
五
升
と
あ
り
、

宝
永
の
『
毒
煙
春
秋
』
（
石
川
郡
）
で
は
、
早
稲
一
斗
（
又
は
一
斗
～
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

斗
一
升
）
、
中
稲
六
～
七
升
（
又
は
七
～
八
升
）
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら

に
一
八
世
紀
中
期
以
降
で
は
、
安
永
の
『
開
作
内
考
』
は
反
当
六
升
、

天
明
六
年
砺
波
郡
の
経
営
費
計
鐸
は
三
六
〇
歩
一
反
に
五
升
（
三
〇

〇
歩
一
反
に
四
升
二
合
）
、
ま
た
同
八
年
の
『
私
家
農
業
談
』
（
砺
波
郡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
三
六
〇
歩
一
反
に
四
升
（
三
〇
〇
歩
一
反
に
三
升
三
合
余
）
。
能
登
口

郡
で
は
天
明
七
年
の
書
上
に
小
魚
物
六
升
～
一
、
斗
二
升
、
大
苗
物
八

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

升
～
一
斗
五
升
と
あ
り
、
『
農
業
大
綱
』
（
口
郡
）
で
は
一
歩
通
り
の

株
数
の
多
少
に
分
け
て
五
升
～
一
斗
五
升
を
疎
植
と
薄
蒔
と
の
比
例

関
係
で
見
つ
も
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
播
種
蚤
に
つ
い
て
は
、
そ

の
最
少
値
の
変
化
を
み
る
と
、
元
禄
・
宝
永
期
ま
で
は
六
升
程
度
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

天
明
期
に
は
四
升
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
暦

期
か
ら
元
禄
・
宝
永
期
の
間
に
も
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
た
か
も
し
れ

な
い
。
な
お
、
以
後
幕
末
期
ま
で
の
史
料
を
み
て
も
管
見
の
限
り
で

は
前
掲
『
私
家
農
業
談
』
（
天
現
八
年
）
の
籾
量
が
最
も
少
い
例
で
あ

っ
て
、
豆
蒔
の
発
展
は
天
明
期
ま
で
に
近
世
的
限
界
に
近
い
ま
で
に

到
達
し
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
播
種
量
の
多
少
は
苗
（
株
）
の
大
小
、
将
の
大

小
そ
の
他
と
も
関
係
し
て
き
ま
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
苗
（
株
）

や
将
の
大
小
は
ま
た
、
地
力
差
、
地
質
差
、
稲
の
贔
種
や
早
・
中
・
晩

稲
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
、
当
面
の
史
料

か
ら
は
充
分
な
探
究
は
困
難
を
伴
な
う
が
、
一
部
推
測
を
ま
じ
え
て

一
般
的
傾
向
を
云
う
な
ら
ば
、
結
論
的
に
、
薄
蒔
－
小
苗
（
小
眼
）

一
1
大
将
（
疎
植
）
1
上
質
の
田
…
1
中
・
晩
稲
の
関
係
に
対
し
、

厚
蒔
一
大
苗
（
大
当
）
　
　
小
埼
（
密
植
）
i
下
質
の
田
・
山
方

の
田
；
1
早
・
中
稲
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
推
測
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

沿
っ
た
記
述
は
、
　
『
耕
稼
春
秋
』
　
『
年
中
農
事
覚
書
』
　
『
私
家
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

談
』
『
農
業
談
拾
遺
雑
録
』
『
加
賀
江
沼
士
官
稿
』
、
ま
た
前
掲
の
『
農

業
大
綱
』
や
天
明
七
年
の
書
上
な
ど
、
記
載
の
あ
る
す
べ
て
の
史
料

に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
に
右
の
傾
向
に
合
致
し
な
い
記
述
も

み
ら
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
明
五
年
『
年
中
農

事
覚
書
』
で
は
、
中
田
は
大
埼
、
下
田
は
小
埼
と
記
す
が
、
上
田
の

場
合
は
「
小
将
二
密
婦
而
も
実
入
宜
故
、
小
増
二
植
申
候
」
と
の
べ
、

ま
た
文
化
期
の
『
農
業
談
拾
遺
雑
録
』
で
も
、
右
の
一
般
的
関
係
を

指
摘
し
な
が
ら
も
「
今
は
次
第
に
稲
株
小
業
に
偏
る
事
流
行
し
し
と
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の
べ
て
い
る
。
後
巻
は
小
将
と
云
ワ
て
も
、
か
つ
て
の
一
歩
妾
り
六

六
、
三
六
株
と
か
七
七
、
四
九
株
と
い
っ
た
基
準
を
こ
え
な
い
株
数

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
傾
向
が
み
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
説
明
は
、
一
応
疎
植
化
傾
向
が
一
定
度
ま
で
進
展
し
た
上

で
、
逆
に
密
植
に
よ
る
一
層
の
増
収
の
努
力
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
が

幕
末
期
に
お
い
て
、
よ
り
以
上
の
播
種
量
の
減
少
を
も
た
ら
ざ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
疎
植
、
皇
宗
（
小
株
）
↓
薄
蒔
の
傾
向
は
、
「
上
田
に
廉
も

　
　
　
　
⑧

十
分
す
る
闘
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
金
肥
導
入
・

多
罷
化
傾
向
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
「
中
稲
・
晩
稲
の
子
の
さ
き
易
き
稲
の
類
」
、
　
つ
ま
り
分
け
つ
の

よ
い
稲
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
稲
の
そ
う
し
た
贔
種
改
良
の

方
向
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
品
種
改
良
に
つ
い
て
全
面
的
・
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
当
面
不
可
能
で
あ
る
が
、
稲
に
多
く
の

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

品
種
が
あ
っ
て
「
一
概
に
ヨ
閣
計
を
作
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
い
伝
え
、

　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
極
早
稲
の
出
現
な
ど
で
成
熟
期
聞
の
幅
を
広
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
然
的
危
険
へ
の
対
処
は
強
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し

た
、
い
わ
ば
消
極
的
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
右
の
よ
う
な
、
分
け
つ

の
よ
い
稲
を
え
ら
ん
で
多
収
量
三
種
作
成
の
方
向
で
、
積
極
的
な
改

良
が
な
さ
れ
た
点
を
当
面
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、
視
点
を
か
え
て
、
多
収
穫
化
が
ど
れ
だ
け
実
現
さ

れ
た
か
を
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
単
に
稲
の
最
種
改
良
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
今
ま
で
の
べ
て
き
た
生
産
磁
力
の
発
展
の
総
合
的
結
果
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
土
地
生
産
性
を
示
す
こ
と
な
の
で
項
を
改
め
て
の

べ
る
こ
と
に
す
る
。

6
、
農
業
生
産
性
　
土
地
生
産
性
を
単
位
面
積
当
り
米
収
穫
量
で
と

ら
え
、
こ
こ
で
は
三
〇
〇
歩
一
反
当
り
の
実
収
量
で
み
る
こ
と
に
し
、

労
働
生
産
性
を
一
人
当
り
収
穫
量
（
実
収
量
）
で
考
え
る
こ
と
に
し
よ

う
。
ま
ず
反
当
り
実
収
量
に
つ
い
て
、
明
暦
の
改
作
入
用
図
り
に
よ

れ
ば
、
能
美
郡
二
五
一
斗
、
能
州
四
望
は
一
石
九
斗
で
あ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

砺
波
郡
は
明
暦
三
年
の
石
坂
出
村
吉
兵
衛
田
地
虚
血
結
果
か
ら
上
中

下
平
均
し
て
一
石
七
斗
五
升
（
三
六
〇
歩
一
反
二
石
一
斗
）
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
後
年
と
比
較
す
る
に
は
当
時
使
用
さ
れ
た
承
応
升

を
寛
文
八
年
以
後
の
新
京
升
の
容
量
に
換
算
し
て
一
・
〇
三
二
倍
す

　
⑱

る
と
、
能
美
郡
三
石
一
斗
六
升
七
合
新
論
、
能
州
四
郡
二
石
一
升
二

合
四
這
、
砺
波
郡
一
石
八
斗
六
合
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
明
暦
期

は
地
域
差
を
含
み
な
が
ら
新
京
升
で
歯
石
程
度
と
お
さ
え
る
こ
と
が
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で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
降
の
年
代
で
は
、
反
収
を
記
し
た
史
料
は
一
〇
数
点

あ
る
が
、
領
主
へ
の
書
上
な
ど
豊
代
に
近
い
数
値
に
低
く
見
つ
も
っ

た
も
の
が
あ
っ
て
、
史
料
間
の
数
値
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で

当
面
の
方
法
と
し
て
、
比
較
的
収
穫
鐙
を
多
く
見
図
っ
た
も
の
が
、

よ
り
実
際
の
収
最
に
近
い
と
推
定
し
て
、
そ
れ
ら
を
え
ら
ん
で
み
る

こ
と
に
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
ま
ち
ま
ち
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
延
宝

六
年
『
能
美
郡
田
植
付
、
培
図
り
』
は
中
田
一
石
五
斗
～
一
石
八
斗
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

上
に
は
二
石
下
と
あ
り
、
元
禄
七
年
石
川
・
河
北
郡
の
『
年
貢
図
画
』

は
手
作
り
の
上
田
で
工
石
四
斗
と
あ
る
。
　
『
詠
歌
春
秋
』
で
は
一
茎

九
十
粒
と
し
て
一
石
六
書
三
升
二
合
露
量
五
才
の
計
算
が
あ
り
、
鋼

に
「
加
州
山
里
例
年
大
概
、
穂
に
上
作
は
百
六
七
十
粒
、
中
出
来
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

百
錬
五
十
、
下
出
来
は
四
十
四
五
よ
り
五
六
十
八
九
十
粒
有
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
推
算
し
て
、
上
作
で
は
約
三
石
、
中
出
来
で
約
二
石
六

三
程
度
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
元
禄
十
二
年
奥
郡
十
村
の
書
上
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

稲
一
穂
に
「
大
概
平
均
九
十
粒
斗
付
申
全
心
存
候
蔓
」
と
あ
っ
て
、

『
欝
金
春
秋
』
の
下
の
上
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
　
『
農
業
大
綱
』

で
は
「
三
百
歩
壱
反
に
三
手
打
五
十
東
面
ハ
六
十
束
ま
た
七
十
束
七

十
五
七
束
も
苅
」
り
、
扱
摺
り
で
は
三
手
打
「
拾
東
二
付
弐
斗
七
八

升
よ
り
三
斗
ぽ
と
」
、
「
高
免
所
上
田
農
稲
ハ
十
束
に
つ
き
三
斗
四
五

升
余
も
出
来
す
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
下
の
平
均
的

な
数
値
で
推
撫
す
る
と
普
通
は
一
石
八
斗
程
度
、
上
の
田
で
約
二
石

匠
斗
あ
た
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、
明
暦
（
～
延
宝
）
期
の
二
石
程
度
は
、
元
禄
期
以
降
、

大
ま
か
に
云
っ
て
二
石
～
凹
石
五
斗
に
は
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
予

測
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
土
地
生
産
性
は
一
般
に
一
八
世
紀
に
入
る
こ

ろ
以
降
、
一
定
度
の
向
上
を
示
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
労
働
生
産
性
阻
労
働
力
一
人
当
り
実
収
量
を
み

る
と
、
明
暦
期
は
、
改
作
入
用
図
り
に
よ
っ
て
能
美
郡
は
草
露
百
石

妾
り
の
出
来
米
一
〇
唾
石
六
斗
、
そ
の
所
要
労
働
力
数
（
女
は
絶
労
働

力
）
七
・
五
人
で
一
人
当
り
一
四
石
漏
斗
一
升
三
合
。
能
州
四
郡
は

一
三
〇
石
に
九
・
五
入
で
一
人
当
り
一
三
石
六
斗
八
升
四
合
と
な
る
。

能
美
郡
は
土
地
生
産
性
も
労
働
生
産
性
も
高
く
、
能
州
四
馬
は
両
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
も
低
い
。
つ
ま
り
両
生
産
性
は
比
例
関
係
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
の
年
代
に
つ
い
て
労
働
生
産
性
を
数
量
化
し
て
確
め
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
先
述
の
必
要
労
働
力
数
の
変
化
の
型
と
収

穫
量
の
地
域
差
と
か
ら
推
測
し
よ
う
。
延
宝
～
天
明
年
間
に
加
詩
型

は
労
働
力
数
が
停
滞
的
で
実
収
最
は
ふ
え
た
か
ら
、
労
働
生
産
性
は
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よ
り
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
高
ま
り
は
土
地
生
産
性
と
ほ

ぼ
同
じ
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
能
登
の
実
収
墨
は

他
地
域
よ
り
低
く
あ
ら
わ
れ
亙
絶
対
値
も
明
暦
期
の
一
般
的
な
程
度

を
あ
ま
り
超
え
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
た
。
そ
し
て
労
働
力
数
は
一

八
世
紀
末
ま
で
は
増
加
し
て
い
た
か
ら
、
能
登
型
の
労
働
生
産
性
は

や
は
り
も
っ
と
も
低
く
、
か
つ
そ
の
向
上
も
よ
り
少
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
労
働
生
産
性
よ
り
土
地
生
産
性
の
向
上
の
方
が
大

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
と
く
に
奥
郡
の
方
が
、
そ
う
し
た
傾
向
が
よ
り

強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
肥
料
・
馬
な
ど
に
み

ら
れ
た
技
術
的
発
展
の
低
さ
を
補
う
た
め
に
労
働
力
が
比
較
的
多
量

に
投
入
さ
れ
、
労
働
生
産
性
の
向
上
は
不
十
分
た
ら
ざ
る
を
え
な
か

？
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
の
集
約
度
を
単
位
面
積
当
り
労
働
投
下
量
で
と

ら
え
る
と
、
一
見
、
能
登
型
は
集
約
度
が
高
く
加
漁
燈
は
低
い
よ
う

に
み
え
る
。
ま
た
同
じ
加
越
型
で
も
明
暦
～
延
宝
期
の
労
働
力
数
の

増
加
傾
向
は
や
は
り
労
働
集
約
化
の
進
展
の
よ
う
に
み
え
、
一
八
世

紀
の
労
働
力
数
の
停
滞
は
集
約
化
の
停
滞
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
集
約
方
向
か
ら
そ
れ
に
対
立
的
な
労
働
生

産
性
向
上
方
向
へ
の
転
換
と
云
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
に

農
具
、
麟
作
法
な
ど
の
技
術
的
発
達
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
な
く
一
七
世
紀
後
期
に
生
産
力
発
展
の
方
式
的
転
換
、
い

わ
ば
耕
地
面
積
拡
大
方
式
か
ら
反
収
増
大
方
式
へ
の
転
換
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
土
屋
喬
雄
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
加
賀
藩
の
新
田

高
を
高
辻
帳
で
み
る
と
、
正
保
三
年
五
九
、
一
一
七
二
石
馬
、
寛
文
四

年
一
五
九
、
五
一
五
石
、
貞
享
元
年
二
〇
四
、
三
五
五
石
余
、
正
徳
元

年
二
六
一
、
三
七
心
構
余
で
、
そ
の
後
宝
暦
一
〇
年
ま
で
は
正
徳
度
に

同
じ
で
あ
っ
て
、
明
治
元
年
の
調
査
で
は
三
三
三
、
五
一
二
石
で
あ

　
　
　
⑳

る
と
い
う
。
こ
れ
を
各
時
期
毎
の
一
年
平
均
新
田
開
発
高
に
し
て
み

る
と
、
大
体
、
正
保
～
寛
文
期
は
五
、
〇
一
二
石
、
寛
文
～
貞
享
期

二
、
四
九
一
石
、
貞
享
～
正
徳
期
二
、
一
一
二
石
と
な
り
、
そ
の
後
、

明
治
ま
で
は
四
九
五
石
余
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
新
田
開
発

に
よ
る
生
産
力
発
展
方
式
は
一
八
撚
紀
初
期
を
限
度
と
し
て
お
り
、

と
く
に
そ
の
盛
期
は
寛
文
初
年
ま
で
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後
期
～
一

八
世
紀
初
頭
は
反
収
増
大
方
式
へ
の
転
換
期
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
前

述
の
「
明
暦
～
延
宝
」
（
～
元
禄
期
）
期
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
の
単
位

面
積
（
草
高
）
当
り
労
働
力
数
の
増
加
傾
向
は
、
技
術
的
発
達
が
未

熟
の
故
に
労
働
の
集
約
化
に
主
に
依
存
し
て
新
方
式
の
生
産
力
発
展

が
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
か
ら
、
能
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登
型
を
右
の
転
換
期
段
階
に
相
応
な
も
の
と
し
て
能
登
型
↓
加
二
型

の
発
展
順
序
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
だ
か
ら
、
集
約
的
農
業
の
進
展
は
一
七
世
紀
後
期
（
新
田
開
発
か
ら

見
た
「
寛
文
」
期
以
降
1
1
労
働
集
約
化
か
ら
み
た
「
明
麿
～
延
宝
」
期
）
か

ら
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
技
術
発
展
に

支
え
ら
れ
た
労
働
生
産
性
の
向
上
は
、
集
約
化
を
歴
史
的
過
程
と
し

て
前
提
し
て
お
り
、
ま
た
構
造
的
に
も
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
技
術
発
展
も
ま
た
反
収
増
大
聾
労
働
集
約
化

の
発
展
方
式
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
な
り
の
集
約

農
業
の
一
層
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
最
後
に
い
ま
一
つ
云
い
た
い
の
は
、
生
産
性
の
面
で
農
民

経
営
の
大
小
、
貧
富
に
よ
る
差
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
零
細

な
農
業
経
営
ほ
ど
農
具
・
肥
料
な
ど
の
技
術
的
発
展
の
恩
恵
を
受
け

る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
指
摘

し
て
き
た
。
そ
れ
は
ど
の
時
期
に
も
云
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
時
期
に
も
一
般
的
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
推
測
す
る
た
め

に
、
当
面
、
承
応
三
年
砺
波
郡
太
田
村
と
宝
暦
＝
二
年
能
美
郡
小
松

村
に
つ
い
て
耕
作
規
模
別
一
人
当
り
耕
作
高
を
示
す
表
を
検
討
し
て

　
　
⑭

お
こ
う
。
毛
つ
ど
も
、
と
く
に
表
6
太
田
村
の
場
合
は
、
表
示
の
数

値
と
実
際
と
の
ち

が
い
が
あ
る
程
度

大
き
か
っ
た
と
も

思
わ
れ
、
ま
た
、

一
人
轟
り
耕
甲
高

に
よ
っ
て
生
産
性

を
考
え
る
の
で
あ

る
か
ら
、
ご
く
大

ざ
っ
ぱ
に
し
か
見

当
を
つ
け
ら
れ
な

い
が
、
そ
れ
で
も

表
6
太
田
村
で
は

耕
作
規
模
の
大
き

さ
と
一
人
駆
り
耕

作
高
の
大
き
さ
と

は
比
例
関
係
に
あ

り
、
と
く
に
耕
作

規
模
一
〇
〇
石
以

上
と
以
下
と
の
格

表7宝暦13年上小松村作入1人当り耕作高

浪購綱耕作副作人騰論
表6　承応3年太田村1人当り耕作禺（推定）

雛鳥灘階岡雛副入塾隔陰り
石 石 人 振、

78 78，000 11 7，091

20～4G 226，800 24 9，450

1G～20 91，900 13 7，069

1～10 68300 14 4，879

玉石未満 1，600 ？

19．239

16．894

8．61i

7．583

5，800

訟
言
前
3
0
％

654．111

692．656

327．23e

227．500

145．000

　　　　　　　石

300N350

100一一175

50一一　．75

29一一　40

20N　25

合 X　1　466，600　1（62）1　（zseo）

捕考）　片桐家文書fl当改作入馬野道具相改書上

　　　ケ申帳』より作成。耕作高x持高＋「一
　　　作講」一「一作下シ」。また「作人」は史

　　　料のまΣ。合計欄の括孤内の数値は「1
　　　石未満」三二を省いて計算したもの。

合 訓2・046・497い68 11．122

獺考）　『砺波市史』284頁の表より作成。耕作高

　　　は持高十作配高一被弾配慮で推算。また

　　　入数は，　「家族数」と「下人数」を合計

　　　したもの。したがって数値は厳密な1人
　　　労働力か否かは不明である。なお，この

　　　他に無作農罠5戸（16人）がある。
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差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
一
〇
〇
石
以
上
規
模
経
営
の
有
利
性
が
う

か
が
わ
れ
る
。
上
小
松
村
で
は
、
一
人
当
り
耕
作
高
が
承
応
三
年
太

田
村
の
一
〇
〇
石
未
満
層
と
ほ
ぼ
似
寄
っ
た
値
を
示
し
て
、
そ
こ
に
、

技
術
発
展
を
ふ
ま
え
な
が
ら
労
働
生
産
性
向
上
よ
り
も
労
働
集
約
化

の
強
化
が
み
ら
れ
た
こ
と
の
影
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
が
、
と
く
に

興
味
深
い
こ
と
は
二
〇
～
四
〇
石
層
よ
り
も
七
八
石
（
三
四
町
二
反

歩
）
の
経
営
（
持
高
一
五
〇
石
七
賢
の
う
ち
七
二
石
七
斗
を
「
一
作
下
シ
」

し
て
い
る
〉
の
「
作
人
一
人
当
り
耕
作
高
」
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
当
時
の
比
較
的
大
経
営
没
落
の
可
能
性
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
四
〇
石
未
満
は
階
膠
が
下
る
に
つ
れ

て
一
人
当
り
耕
作
高
も
減
少
し
て
い
る
。

　
以
上
、
労
働
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
要
労
働
力
の
分
析
を
行

な
い
、
そ
れ
を
生
産
力
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
労
働
集
約
化
を

考
え
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
、
さ
ら
に
生
産
諸
関
係
に
も
種

々
規
定
さ
れ
て
具
体
的
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

た
。
そ
れ
は
労
働
の
生
産
力
ば
か
り
で
な
く
他
の
生
産
諸
声
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
本
節
の
検
討
結
果
の
一
々
に
つ
い
て
は
、
各

項
で
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
総
合
的
指
標
で
あ
る
耕
作
体
系
、

生
産
性
の
項
で
は
総
合
的
に
ま
と
め
る
努
力
を
し
た
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
ふ
り
返
る
こ
と
は
省
略
し
よ
う
。
要
は
〃
多
肥
集
約
化
”
の
進

展
を
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
段
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
生
産

力
発
展
と
の
関
連
の
か
ぎ
り
で
（
し
た
が
っ
て
全
面
的
で
な
く
）
農
民

的
商
品
経
済
の
発
達
と
小
郷
民
経
営
の
自
立
の
問
題
を
考
え
る
こ
と

に
す
る
。

①
期
合
文
書
『
雑
覚
轡
』
、
菊
池
文
書
『
御
底
方
後
鑑
恥
、
『
旧
記
、
慶
長
一
明
瀦
』

　
に
延
宝
眠
年
砺
波
・
景
水
郡
。
門
前
町
伊
藤
平
八
家
文
書
の
一
紙
文
憲
に
延
宝
照

　
年
新
謝
郡
。
『
躍
府
…
村
史
恥
（
六
瓢
一
五
頁
）
　
に
妊
個
宝
四
年
能
華
ハ
郡
。
『
真
餓
…
諸
罵
争
留
趨

　
（
農
政
経
済
史
料
）
　
に
延
宝
四
年
お
よ
び
天
明
五
年
羽
咋
・
鹿
島
郡
（
口
郡
）
。

　
門
前
町
中
谷
藤
作
家
文
書
に
天
明
四
年
奥
郡
。
前
掲
加
越
能
文
最
愛
表
題
冊
子
に

　
天
明
四
年
砺
波
・
射
水
、
新
州
、
珠
洲
・
鳳
至
（
奥
郡
）
、
羽
咋
・
鹿
島
、
石
川
・

　
河
北
、
能
美
郡
。
　
『
三
百
二
条
旧
記
四
』
に
天
明
四
年
砺
波
・
射
…
水
郡
が
記
さ
れ

　
て
い
る
。
ま
た
各
郡
堅
閏
・
沼
田
比
率
も
同
じ
史
料
か
ら
わ
か
る
。

②
前
掲
の
馬
場
家
文
書
（
新
川
郡
）
に
は
、
「
右
延
宝
照
年
正
月
十
六
艮
、
御
改

　
作
奉
行
桐
山
吉
兵
衛
殿
へ
書
上
ル
、
天
明
四
年
十
月
廿
一
臼
御
改
作
所
汐
御
尋
二

　
付
右
之
通
又
書
上
候
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
延
宝
四
年
の
数
値
で
あ
る
こ
と
と
、

　
そ
れ
を
そ
の
ま
Σ
天
明
四
年
・
に
霧
…
上
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
天
明
照
年
付
の

　
史
料
に
こ
う
し
た
詑
黙
は
な
い
が
、
天
明
四
年
の
栃
波
・
射
水
郡
は
延
宝
四
年
に

　
同
じ
い
。
能
美
郡
は
女
の
入
数
が
堅
田
と
沼
田
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
が
、
沼
田

　
よ
り
堅
閏
の
所
要
人
数
が
少
い
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
（
表
4
参
照
）
こ
と
な

　
の
で
誤
写
に
も
と
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
天
鴫
四
年
の
書
上
は
、
他

　
の
郡
も
延
宝
㎎
年
の
数
値
を
示
す
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
な
お
佐
々
木
氏

　
は
、
能
美
郡
堅
纏
の
女
を
七
人
と
し
て
い
る
が
（
前
掲
書
～
○
賜
頁
）
、
誤
り
で

　
あ
ろ
う
。
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④
前
掲
書
一
σ
二
頁
。

③
前
掲
損
合
文
慰
『
雑
覚
書
』
。
以
下
、
延
宝
四
年
砺
波
郡
と
の
み
記
す
。

⑤
同
書
二
～
頁
。

⑥
『
臼
本
経
演
大
典
隠
巻
二
一
、
三
三
八
頁
。

⑦
『
国
府
村
史
』
六
三
二
頁
。
以
下
延
驚
六
年
能
美
郡
と
の
み
記
す
。

⑧
岡
書
三
〇
八
頁
。

⑨
菊
池
文
裂
。
以
下
、
天
保
一
三
年
砺
波
郡
と
の
み
記
す
。

⑩
『
鳥
量
町
史
』
三
五
四
頁
。

⑪
｝
　
加
…
越
能
文
庫
『
歩
珊
刈
等
旧
記
』
、
　
『
漸
漏
出
巾
史
』
六
五
六
瓠
貝
。
　
『
田
塊
割
嵐
勲
度
』

　
ハ
『
近
惜
囲
地
方
経
済
史
料
八
』
五
四
二
買
）
。

⑫
享
保
元
年
の
改
作
奉
行
申
渡
し
文
中
よ
り
知
ら
れ
る
（
『
改
作
所
賑
記
下
』
一

　
六
圏
頁
、
農
政
経
済
ゆ
一
匹
旧
『
蕊
加
州
郡
連
声
旧
記
四
臨
）
。

⑬
　
　
『
舶
州
郡
方
旧
記
五
』
一
一
一
頁
。

⑭
　
前
掲
書
三
〇
八
頁
。

⑮
　
『
近
世
地
方
経
済
史
料
七
賑
三
四
一
頁
。

⑯
『
御
郡
典
三
』
（
『
藩
法
集
6
、
続
金
沢
藩
』
三
鴎
五
買
）
、
『
真
館
諸
事
範
型

　
（
農
政
経
済
史
斜
）
一
九
七
頁
。

⑰
『
野
尻
村
史
料
駈
四
九
四
貰
。

⑱
（
～
）
の
註
⑥
参
照
。
な
お
草
高
百
石
の
計
算
に
み
え
た
「
馬
代
」
（
前
節
）

　
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

as　nj　op　op　＠＠　ig

『
改
作
瓢
川
旧
記
下
輪
二
六
四
姫
貝
。

『
庁
事
遜
載
篇
　
（
農
政
経
済
史
料
お
よ
び
『
加
賀
藩
史
料
三
』
九
一
五
頁
）
。

『
十
村
留
記
』
　
（
農
政
経
済
史
料
）
。

『
改
作
勝
賑
記
上
隔
二
四
三
頁
。

前
掲
書
七
八
頁
。

一
勉
享
一
工
年
倹
約
ム
¶
（
『
爾
波
｛
巾
史
』
五
六
一
頁
）
。

『
改
作
工
力
勤
仕
帳
』
　
（
農
政
経
　
溶
胆
中
ハ
料
、
お
よ
び
『
加
賀
藩
史
料
〃
四
二
二
三
六

頁
）
α

⑳
　
　
『
加
賀
藩
史
料
四
』
六
六
七
頁
．

⑳
　
『
御
改
作
御
趣
意
考
』
　
（
農
政
経
済
史
料
）

　
書
と
の
み
記
す
。

所
収
α
以
下
、
寛
延
四
年
縮
方
誼

⑳
　
前
掲
書
二
六
七
頁
。

⑳
　
加
越
能
文
庫
。

⑳
前
掲
聲
三
五
頁
以
下
。

⑳
　
清
水
隆
久
『
近
世
北
陸
炭
業
狡
術
史
鵠
藤
収
。

⑳
　
　
『
耕
稼
春
秋
』
　
（
前
掲
三
二
七
二
、
三
一
九
頁
）
。

鐙
　
『
司
農
典
二
隠
寛
保
三
年
十
二
月
改
作
奉
行
触
（
農
政
経
済
史
料
お
よ
び
『
藩

　
法
上
4
、
金
沢
藩
隠
五
九
四
頁
）
。
ま
た
同
書
、
享
和
二
年
十
月
改
作
奉
行
覚
書

　
（
問
書
六
五
二
百
ハ
）
に
も
岡
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

㊧
　
前
掲
露
二
六
八
頁
。

⑳
⑬
に
同
じ
。

　
　
『
司
農
典
憲
』
　
（
前
掲
書
幽
ハ
三
四
頁
）
。

　
　
清
水
隆
久
前
掲
夏
至
〇
八
四
。

　
　
『
撫
州
郡
方
麟
記
三
臨
　
（
農
政
経
済
史
料
）
七
三
頁
、
　
『
改
作
駈
旧
記
下
』
一

　
五
一
頁
。
清
水
氏
は
、
こ
の
史
料
か
ら
現
地
生
産
を
読
み
と
っ
て
い
な
い
。

⑲
　
清
水
隆
久
（
前
掲
霰
五
三
頁
）
。

　
　
問
書
厭
収
。

⑩
　
清
水
隆
協
久
（
劇
圏
潜
五
六
頁
）
。

⑫
同
書
五
九
頁
。

⑬
前
掲
書
二
八
八
頁
。

⑭
前
掲
欝
三
〇
二
頁
。

㊧
⑳
に
同
じ
。

⑯
　
加
越
能
文
庫
。
な
お
清
水
隆
久
前
掲
書
に
も
石
頬
郡
押
野
町
後
藤
家
文
書
が
収

　
録
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
り
が
多
い
。
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⑰
安
囲
健
晶
剛
掲
書
五
〇
三
頁
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
土
壌
の
駁
扱
い
と
い
う
観

　
点
だ
け
で
評
価
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
（
後
述
）
。

鮒
　
　
『
十
村
勤
方
類
聚
』
　
（
農
政
経
済
史
料
）
。

⑲
『
耕
轍
春
秋
臨
（
前
掲
書
三
〇
一
頁
）
。

⑭
　
天
明
元
年
『
耕
作
大
要
騒
　
（
鎌
切
）
、
駅
留
期
珊
開
作
仕
様
』
　
（
鎌
下
浜
）
、
天

　
保
二
二
年
砺
波
郡
（
鎌
懸
）
、
幕
末
期
『
田
地
壱
反
開
作
仕
立
方
』
　
（
鎌
伐
・
鎌

　
掛
）
。
い
ず
れ
も
同
じ
作
業
で
あ
る
。
但
し
番
の
子
罰
の
時
に
も
行
わ
れ
う
る
。

⑪
　
前
掲
書
二
三
〇
頁
。

⑫
果
明
五
年
『
年
中
農
事
覚
書
脇
　
（
掬
越
能
文
康
）
で
は
、
荒
起
の
つ
ぎ
に
、
絶

　
に
よ
る
「
か
ら
か
き
」
作
業
を
記
し
、
射
水
・
砺
二
二
で
は
鍬
に
よ
っ
て
も
行
う

　
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
鎌
か
け
と
岡
じ
作
業
な
ら
、
そ
れ
も
ま
た
鍬
耕
に
か
え

　
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

⑬
前
掲
書
二
八
三
頁
。

⑳
　
贋
田
川
郡
は
『
改
作
所
暇
旧
記
中
腸
　
　
八
六
頁
、
　
『
鶴
…
来
村
旧
旧
口
跡
写
』
　
（
『
日
本
農
民

　
史
料
聚
粋
一
一
』
一
一
五
頁
）
、
『
加
賀
藩
史
料
五
臨
三
七
八
頁
。
口
郡
は
『
耕
作

　
仕
立
方
申
上
帳
』
　
（
『
能
登
部
町
誌
』
一
九
二
頁
）
。
な
お
付
雷
す
れ
ば
元
禄
一
〇

　
年
奥
郡
の
場
合
は
「
細
二
植
付
串
候
故
中
打
ハ
不
仕
候
」
と
あ
り
、
革
取
り
は
三

　
園
で
あ
る
。
　
（
『
十
村
勤
方
類
楽
』
、
　
『
河
合
尊
霊
』
、
口
合
文
書
無
褒
親
切
粘
）
。

　
中
耕
・
除
革
作
業
の
精
粗
と
後
述
の
疎
敏
・
無
識
の
関
　
係
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た

　
奥
郡
の
こ
の
強
で
の
後
進
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。

鐙
前
掲
四
二
三
九
、
二
四
〇
頁
。

⑩
　
晶
隅
棚
鋼
書
二
六
八
頁
。

⑳
　
　
『
真
館
諸
事
留
』
七
〇
頁
以
下
。

轡
安
永
の
『
開
作
内
層
』
の
露
量
は
、
新
田
へ
蒔
く
乱
雲
で
あ
る
か
ら
、
他
と
単

　
純
に
は
比
較
で
き
な
い
。

魯
㊥
を
み
よ
。

⑳
　
　
『
近
世
地
方
経
済
史
料
八
』
所
収
。

⑪
加
越
能
文
庫
。

⑫
⑬
　
　
『
農
業
談
拾
遺
雑
録
』
　
（
前
掲
書
三
四
五
頁
）
。

⑭
　
清
水
隆
久
、
安
田
健
谷
前
掲
書
な
ど
で
研
究
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
『
私
家
農
業
談
恥
　
（
前
掲
書
二
九
二
頁
）
。

⑯
　
た
と
え
ば
前
掲
元
禄
一
〇
年
の
石
川
郡
書
上
で
は
早
稲
…
の
櫃
付
よ
り
刈
取
ま
で

　
の
日
数
は
八
○
～
　
○
○
日
程
、
　
『
耕
稼
春
秋
』
で
は
一
一
〇
～
一
一
三
難
で
あ

　
る
が
、
天
明
五
年
『
年
中
逸
事
覚
書
』
で
は
二
番
早
稲
」
が
六
〇
日
、
天
明
八

　
年
『
私
家
農
業
談
脳
で
は
「
極
羅
稲
」
五
〇
余
日
、
ま
た
幕
末
『
野
作
仕
様
』
は

　
「
早
稲
』
五
〇
～
六
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
残
夢
等
御
達
書
二
』
お
よ
び
『
改
作
方
勤
仕
帳
恥
　
（
郵
政
経
済
史
料
）
、
『
河

　
A
朔
録
四
【
』
（
農
政
経
済
中
ハ
料
旧
、
『
鵜
賀
藻
…
史
料
旧
三
』
四
六
九
頁
、
『
蕪
…
法
集
6
隠
八
九

　
八
頁
、
　
『
贋
川
県
史
三
』
一
〇
四
三
頁
）
、
『
田
地
割
制
度
』
（
前
掲
難
五
二
九
頁
）
、

　
『
改
作
要
録
』
　
（
前
掲
書
四
四
煮
頁
）
、
『
羽
咋
郡
誌
』
一
七
二
頁
。

趣
農
政
経
済
史
料
『
理
塵
集
』
、
『
愚
考
掘
所
収
「
㌶
米
考
」
そ
の
他
よ
つ
知
ら
れ

　
る
。

⑲
　
　
『
改
作
所
照
詑
中
』
　
一
五
七
頁
。

⑳
前
掲
書
三
五
一
頁
、
三
〇
七
頁
。

⑳
　
　
『
郡
方
古
例
誌
上
』
　
（
盤
政
経
済
災
料
）
。

⑫
　
佐
々
木
氏
の
生
産
性
の
検
討
結
果
と
、
こ
玉
で
の
検
討
結
果
と
は
ち
が
っ
て
い

　
る
が
、
そ
れ
は
使
用
し
た
史
料
の
ち
が
い
や
、
佐
々
木
氏
の
生
産
性
の
と
ら
え
方

　
（
た
と
え
ば
労
働
生
産
性
を
一
入
当
り
耕
作
縞
鯛
で
し
か
み
な
い
）
の
ち
が
い
か

　
ら
も
発
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
一
々
指
摘
し
な
い
。

⑬
　
土
屋
需
雄
『
封
　
建
社
会
崩
壊
過
程
の
研
究
』
五
四
頁
。

⑭
　
こ
の
二
史
料
に
よ
っ
て
、
単
位
緬
撰
・
惣
高
当
り
の
必
要
労
働
力
数
を
算
出
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
本
文
で
扱
っ
た
史
料
と
は
か
な
り
異
質
の
史
料
で
あ

　
る
た
め
、
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
て
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
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Poly－manure　lntensification　and　lndepedennce　of

　　　　　　　　　Petty－peasaBts’　Management

　　　　　　　by

Yaichi　Takazawa

　　This　artlcle　is　to　explain　concretely　developing　aspect　ef　the　pro－

duct量ve　power　in　the　rice－producing　agricu1撫re　of　the　Kaga加賀claゴs

territory　in　the　rniddle　of　Tokugawa　era，　and　to　point　out　its　adequacy

and　fundamental　relatidn　to　the　then　generally　established　form　of　smal｝

farmers’　management．　Considering　the　change　of　productive　powers

temporally　in　male　and　female　labour．force　and　the　number　of　horses

for　cultivation，　manure　and　the　kind　of　farming　tools，　rice　and　its　crop，

cultivating　method　and　its　system，　and　the　agricultural　productivi£y，　we

can　find　out　k　progressive　iR　the　direction　of　the　poly’一manure　inteRsive

farming．　This　deve！opment　of　the　preductive　power　also　is　relative　to

a　certain　limit　in　the　progress　of　rnonetary　economy　and　to　movement

and　transformation　of　agricu｝tuarl　labour　force．　The　general　independence

of　the　small　management　is　thought　to　depend　on　these　development，

which　drives　it　immediately　lnto　the　new　disintegration　of　peasantry．

There　is　a　great　historical　significance　of　£his　big　ehange　in　agriculture

and　the　developinent　of　polymanure　intensification　on　its　basis．

The　Ryuleya　Settlement　and　the　Unification　Problem

An　Analysis　of　the　Government　Policy　durjng

　　　　　　　the漁がRestoration

　　　　　by

Seitol〈u　1〈inj6

　　Before　the　dawn　of　the　modern　JapaB　Okinawa　was　left　outside　the

main　stream　of　the　Japanese　history　because　of　its　long　distance　from

Honshti　and　of　its　independent　political　stattis．　lt　was　only　，af£er　the

Meiji　Restoration　that　it　was　united　with　the　other　Japanese　territory．

This　rendererd　the　Ryuleyuans　to　live　and　prosper　with　the　other　com－

patriots　on　the　mainland，　but　it　was　not　done　without　some　troubles．

Around　the　year　of　i879　they　witnessed　uprisings　and　resistances　of

the　old　ruiiBg　class　recruited　from　the　gentry．
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