


江
戸
時
代
前
期

の
政
治
課
題

-

｢御
救
｣
の
転
換
過
程
-

福

田

千

鶴

は

じ

め

に

江
戸
時
代
二
五
〇
年
の
長
期
的
な
時
間
の
中
で
'
幕
藩
領
主
制
が
安
定
的
支
配
を
維
持
し
た
基
礎
的
条
件
は
何
か
｡
こ
の
間
題
は
'
政

治
'
軍
事
'
経
済

'
教
育
'
宗
教
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
｡
本
箱
は
そ
れ
を
政
治
史
の
側
か
ら
解

き
あ
か
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
そ
の
際
に
留
意
し
た
い
の
は
'
政
策
決
定
過
程
の
中
で
採
用
さ
れ
た
結
果
の
み
を
取
-
上
げ
る
の
で

は
な
-
'
政
策
の
多
様
な
選
択
枝
の
中
か
ら
何
が
取
捨
選
択
さ
れ
た
の
か
を
政
治
史
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
試
行
錯
誤
の

過
程
と
し
て
の
政
治
史
を
描
-
こ
と
に
努
め
た
い
｡

江
戸
時
代
前
期
の
社
会
に
お
い
て
'
幕
藩
領
主
の
安
定
的
支
配
が
大
き
-
動
揺
し
た
の
は
'

〓
ハ
三
〇
年
代
の
寛
永
の
飢
鰭
と

1
七
三

〇
年
代
の
享
保
の
飢
鐙
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
間
に
も
局
地
的
な
飢
鰭
は
数
限
-
な
く
生
じ
た
が
'
時
の
政
府
で
あ
る
幕
府
を
震
掘
さ

せ
'
積
極
的

･
全
国
的
な
飢
鍾
対
策
を
講
じ
さ
せ
た
点
で
'
こ
の
二
つ
の
飢
鐘
に
及
ぶ
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
o
し
か
も
'

1

六
三
七
年
の
島
原
の
乱
後
は
実
質
的
な
武
力
行
使
は
無
い
に
等
し
-
'
戦
乱
に
よ
っ
て
民
衆
の
生
命
財
産
の
不
安
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
は

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)
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一



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

至

な
-
な
っ
た
｡
か
わ
り
に
大
量
な
餓
死
者
を
出
す
飢
健
の
断
面
に
お
い
て
'
飢
餓
に
よ
る
生
命
の
不
安
と
治
安
の
悪
化
に
よ
る
財
産
の
不

安
が
喚
起
さ
れ
'
領
主
の
存
在
意
義
が
大
き
-
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
寛
永
か
ら
享
保
の
飢
僅
ま
で
は
'
年
月
を
隔
て
る
こ
と
お
よ
そ

一
〇
〇
年
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
そ
の
間
の
政
治
課
題
に
つ
い
て
'
幕
藩
制
社
会
の
独
自
の
論
理
で
あ
る

｢御
救
｣
に
着
目
L
t
そ
の
現
れ

方
を
具
体
的
に
考
察
す
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
当
時
の
諸
政
策
は

｢御
救
｣
主
義
を
基
軸
に
展
開
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
t
と
の
問
題
を

設
定
し
て
み
た
い
｡

｢御
救
｣
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
深
谷
克
己
氏
の
研
究
が
あ
る
｡
氏
に
よ
れ
ば
'
｢御
政
｣
は
近
世
領
主
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
責
務

で
あ
っ
て
'
｢百
姓
成
立
｣
を
限
界
条
件
と
L
t
緊
急
時
の
故
地
か
ら
1
投
の
農
政
に
及
ぶ
も
の
で
'
百
姓
の
側
も

｢
上
納
｣
の
重
さ
と

引
き
か
え
に
'
土
地
に

｢有
付
｣
い
て

｢成
立
｣
つ
こ
と
を
当
然
と
L
t
｢御
政
｣
を
た
ん
な
る
理
念
で
す
ま
せ
る
だ
け
で
は
納
得
し
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'
｢御
救
｣
は
近
世
の

｢撫
民
｣
を
ほ
と
ん
ど
代
表
す
る
概
念
で
あ
り
'
近
世
の
全
時
期
を
と
お
し
て
機
能

(-
)

し
た
と
い
う

｡

百
姓
に
問
題
を
限
定
し
た
深
谷
氏
の
研
究
か
ら
多
-
を
学
び
'
本
稿
で
も

｢百
姓
成
立
｣
の
語
義
を
近
世
農
民
の
経
営
維
持

･
持
続
の

(2
)

論
理
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
た
だ
し
'
政
治
課
題
と
し
て

｢御
致
｣
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
'
そ
の
対
象
は
百
姓
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
'
｢家
中
成
立
｣
や

｢町
人
成
立
｣
も
あ
る
｡
士
家
の
経
営
維
持
'
商
家
の
経
営
維
持
も
幕
藩
制
社
会
存
続
の
論
理
の
中
で
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
た
め
'
｢御
救
｣
の
本
質
に
迫
る
上
で
の
課
題
と
し
て
'
権
力
の
側
か
ら
み
た

｢御
政
｣

の
対
象
と
そ
の
範
囲
の
総
体
を
確
定
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
｡
さ
ら
に
'
領
主
と
の
関
係
が

｢上
納
｣
と

｢成
立
｣
の
関
係
下
に
は
な

い
'
い
わ
ゆ
る
流
民

･
貧
民
等
に
対
す
る

｢御
救
｣
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
き
'
｢御
救
｣
の
限
界
条
件
が

｢成
立
｣
に
あ
る
と
は
考
え

に
-
い
｡
家
中
か
ら
貧
民
に
い
た
る
万
民
へ
の

｢御
救
｣
と
は
本
来
何
な
の
か
｡
｢成
立
｣
'
す
な
わ
ち
経
営
維
持
の
問
題
か
ら
さ
ら
に
一

歩
踏
み
込
ん
で
'
生
命
維
持
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
も
と
に
'
素
材
と



し
て
は
筑
前
福
岡
藩
を
と
-
あ
げ
'
二
幸
に
わ
た
っ
て
の
検
討
を
進
め
た
い
｡

一

｢御
救
｣
政
策
の
展
開

本
章
で
は

｢御
政
｣
の
多
様
な
あ
-
方
を
概
観
し
た
い
｡
ま
ず
は
火
災
を
め
ぐ
る
領
主
の
危
機
対
策
を
み
て
お
こ
う
｡
火
災
の
雁
災
者

の
救
済
が

｢御
政
｣
に
位
置
す
る
こ
と
は
･
た
と
え
ば
福
岡
藩
家
老
の
記
幣

｢火
聖

逢
使
者
共
へ
ハ
,
八
木
式
百
表
為
御
救
被
立
｣

ヽ
ヽ

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
表

Ⅰ
は
'
福
岡
薄
関
連
の
火
事
に
つ
い
て
管
見
の
限
り
を
示
し
た
｡
家
屋
を
百
軒
焼
失
し
た
場

合
に
は
幕
府
へ
の
届
出
を
必
要
と
し
た
の
で
'
こ
の
基
準
を
大
火
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
す
る
な
ら
ば
'

一
八
件
を
数
え
る
こ
と
が
で
き

(4
)

る

(★
印
)｡
｢御
救
｣
が
具
体
的
に
判
明
す
る
早
い
事
例
は
'
寛
文
八
年

二

六
六
八
)
の
福
岡
大
火
で
あ
る

｡

こ
の
時
は
'
類
焼
し
た
諸

士
に
は
銀

1
0
0
貫
匁
余
を
与
え
'
商
家
に
は

1
間
毎
に
金

1
両
の
拝
借
金

(無
利
息
･
1
0
年
賦
)
を
許
し
'
竹
木
は
検
分
の
上
で
望
み

次
第
に
渡
さ
れ
た
.
延
宝
三
年

二

六
七
五
)
の
際
は
'
小
屋
掛
け
料
と
し
て
竹
木
を
与
え
'
作
専
科
を

1
五
年
既
に
て
貸
し
与
え
'
夫

(5
)

役
を
も
免
じ
て
い
る
｡
商
家
の
焼
失
分
八
九
三
間
に
は
'

一
間
毎
に
金

一
両
が
与
え
ら
れ
た
｡

延
宝
八
年
の
博
多
大
火
で
は
'
小
間
二
間
に
大
丸
太

一
本
宛
'
小
間

一
間
に
小
丸
太

一
本
宛
'
本
蓮
三
枚

･
小
寸
本
宛
'
縄
三
屑
宛
'

竹

1
束
半
宛
の
竹
木
縄
蓮
が
拝
領
と
な
っ
た
｡
さ
ら
に
'
通
筋
以
下

(掛
ケ
町
･
土
居
上
原
伊
右
衛
門
借
家
･
椛
屋
番
･
須
崎
町
上
･
橋
口
町
･

須
崎
裏
町
･
川
端
町
上
年
行
司
借
屋
･
新
川
端
町
下
･
同
町
井
上
理
右
衛
門
借
家
･
古
門
戸
町
)
に
は
'
小
間

1
間
に
小
判

1
両
宛

二

〇
年
切
の

ヽ

拝
借
金
が
'
脇
町
以
下

(対
馬
小
路
上
町
中
･
同
横
町
･
対
馬
小
路
下
･
妙
楽
寺
町
･
同
新
町
･
古
門
戸
横
町
･
妙
楽
寺
基
町
尾
村
甚
左
衛
門
借
屋

･

1

(6
)

同
町
太
郎
書
借
家
)
に
は
'

一
軒
毎
に
米
二
俵
宛

･
五
年
切
の
拝
借
米
が
許
さ
れ
'
年
行
司
よ
り
拝
借
状
を

｢公
儀
｣
(壁

に
提
出
し
た
｡

元
禄

1
六
年

(
1
七
〇
三
)
の
博
多
大
火
で
は

1
間
毎
に
銀
三
〇
日

･
五
年
斌

･
無
利
息
の
拝
借
金
五
貫
八
二
〇
日
が
許
さ
れ
､
博
多
津

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

六三



表Ⅰ 福岡藩関連火事年表

史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

六

四

★★★★★★★★★★★ 午 月 日 場 所

被 害明暦3 1 18 江

戸 桜田藩邸全焼万治 1 1

21 江戸 麻府邸延焼寛文

8 2 1 江戸 桜田藩邸類焼寛文8 10 19 福岡東職人町出火､呉服
町. 町家致89軒焼失､小鳥神社､源光院焼失､名烏

町 .船町 .大名町 .因幡町 .土手町 土豪22軒類焼

寛文8 10 26 上座

郡久喜宮町 民家60軒焼失寛文8 12 博多柳町 3軒寛文12

閏6 23 博多坪田神社前 徳三郎借家､陣屋叡尊兵衛 ./)､兵衛 (3軒)延宝 3 12 23

福岡城下掴草町出火､本町.西職人町 .酉名島町 .大名町 .土手町 士宅21軒､町屋161軒延宝 8 9 25 博多対馬小路出火､冷泉津 町数13町､借
家147軒 .本家274軒 (421軒)焼失｣

､席末迄延焼点字1 12 宗像郡大嶋火

事元禄 8 12 12 福岡城下土手町出火 士宅数軒延焼

元禄8 12 21 福岡大名町出火 士宅 9軒焼失元禄11

志摩郡宮浦 民家40軒元禄12 志摩郡宮

浦 民家多数元禄12 3 5 秋

月 (支藩城下) 士宅 .商家焼失､本藩より白銀を送る元禄12 4 10 福岡 大音彦左衛門 .立花五郎左

衛門屋敷焼失元禄12 4 13 早良郡姪溝 50軒焼失元禄13 10 22 薬院 士宅18軒 .足軽惣小涙4人 .足

軽購使8人 .百姓家20軒 .町人屋敷 .郡屋 1軒 ,法泉寺元禄14 9 25 博多石堂海元寺出火 海元寺 .正定寺焼失､小僧一人 .下人一人

焼死元禄15 12 ■4 福岡 野村勘

右衛門屋敷焼失元禄16 1 29 博多煽町
下出火､懸町 .柿曳町 .土居町半焼 9町､150軒､

死人4人宝永 1 7 24 荒戸町不審火 1軒全焼､2軒類焼宝永 1

7 25 荒戸町不審火 1軒全焼､2軒類焼宝永 1 12 29

博多立町出火 家政150軒焼失宝永 2 10 24 志摩郡宮浦火災 民家51軒焼失宝永 2 12 7 早良郡荒戸伊崎浦出火 漁夫の家14軒焼失 (小家31軒､水

夫12軒)宝永 4 1 14 早良郡片

江村出火 福山長介宅焼失､外 1軒焼失､馬 5疋焼死宝永 5 ll 13 福岡西職人町出火､呉服町､ 士宅179軒 (2

5町)､商家148軒 (15町)､寺7区土手町､薬院､中庄､本庄正徳 4 9 29 秋月 士 .無礼60軒余

正徳 5 8 6 秋月 町家より出

火100軒余正徳 6 5 21 福岡唐人町出火



享保6 10 13 博多新川端町上下

全焼享保9 12 13 薬院岩

戸ロ 在家焼失享保10 ll 18 早良郡荒戸四番町出火､釈 士屋敷181軒､足
軽船手27軒､商家542軒町､薬子衣筋,大工町､本 (880竃)､民屋1

05軒 (150竃)､寺社六区､町､沫町､大名町､土手町､ 焼死 1人

､焼跡50町程 .横 1町余 (惣合64薬院ロ門､因幡町､八反田､今泉村
7軒､1033宅､寺社6､死人 2人)

享保11 12 16 荒戸出火 1軒享

保12 ll 16 宗像郡鐘崎浦 民家150軒焼失事保12 12 12 遠賀郡若松 別館 .制札場 .州ロ番所 .役人屋敷9軒 .船手45軒 .寺三区､農商家164竃 .蔵4､

代官所の米大豆1200俵焼失享保13 2 14 福岡唐人町 1軒享保13
2 20 点飼道より出火､福岡足軽 士宅12軒､足軽屋敷236軒､商家58妊 (異町､

地行町 説 :侍屋敷12軒､飛脚番の者20軒､足軽屋敷216軒､町家13軒､郡地屋敷6軒)

享保14 12 18 志賀嶋 307軒焼失 (柑分107.浦分200)､制札場

類焼､男 1人死去享保16 3 17 江戸 麻布屋敷類焼

享保16 4 15 江戸

桜田門上屋敷類焼享保16 9 23 福岡地行出火 足軽家55軒焼失､都合83軒焼失享保

17 6 18 博多竜宮寺 -守享保19 2 7
箱崎 別館 .町茶屋 .制札場､士宅5軒,民邑2幻軒 .戒10､

馬次所1ヶ所､
寺3焼失

元文117甘木宿 焼跡10町､
家523軒､
蔵20軒､
寺社7区

出典:r新訂黒田豪語Jr長野日記Jr博多津要録 ]

★

★

★

★

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

中
よ
-
出
さ
れ
た
当
用
銀
の
う
ち
'
類
焼
者
に
は
元
利

が
返

還
さ
れ
'
脇
町
の
貧
商
に
は

｢政
｣
と
し
て

｢抄
銀
｣
(藩

札
)

(-
)

が
与
え
ら
れ
た

｡

こ
れ
か
ら
み
て
'
延
宝
八
年

の
火
災
で
脇

ヽ

ヽ

町
以
下
の
貸
付
が
金
で
は
な
-
米
で
あ

っ
た
理
由
は
'
当
地

が
下
層
町
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
た

め
と
思
わ
れ
る
｡

他
に
も
'
享
保
六
年

(
一
七
二
こ

博
多
新

川
端
町
下
の
火
事

ヽ

で
は
､
ま
ず
類
焼
し
た
新
川
端
町
上

か
ら
拝
借
銀
願
い
が
出

さ
れ
'
銀
三
八
八
匁
四
分
が
翌
年
碁

よ
り

一
〇
ヶ
年
朕
と
さ

ヽ

れ
た
｡
新
川
端
町
下
の
類
焼
に

あ

っ
た
者
も
拝
借
銀
を
願
い

出
て
'
銀
七
二
四
匁
五
分

が
同
様
の
一
〇
ヶ
年
既
と
さ
れ
た

が
'
二
年
の
返
済
を
終
え
た
時
点
で
同
町
は

｢
不
勝
手
者
｣

ば
か
-
な
た
め
'
残
-
五
七
九
匁
六
分
は

一
五
ヶ
年
既
の
延

(8
)

長
を
願

い
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
｡

城
下
町
の
み
な
ら
ず
在
郷
の
火

災
も
あ
っ
た
が
､
浦
に
対

し
て
は
加
子
役
の
免
除
が
あ
る
｡
志
摩
郡

宮
浦
の
宝
永
二
年

二
七
〇
五
)
の
火
災
は
四
度
日
で
あ
っ
た

た
め
'

一
七
人
の

水
夫
役
を
七
ヶ
年
免
除
し
'



史
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六

の
荒
戸
伊
崎
浦
の
場
合
は
対
象
的
で
あ
る
｡
同
浦
は
水
夫
役
を
務
め
な
い
所
柄
で
あ
る
た
め
'
郡
中
よ
り
竹
木
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
,
｢政
｣
と
し
て

｢銀
子
｣
が
与
え
ら
れ
i
F
)
逆
に
,
寛
文

一
二
年

(
1
六
七
二
)
の
博
多
櫛
田
町
の
出
火
の
例
で
は
,
隣
村
の

春
吉
村
百
姓
徳
三
郎

(田
畑
高
二
三
石
)
が
所
有
す
る
櫛
田
町
内
の
借
家
四
ツ
が
焼
失
し
た
が
'
竹
木

･
わ
ら
は
郡
中
よ
り
与
え
る
こ
と

an
n

に
な
っ
て
い
る
｡

江
戸
火
災
で
は
'
明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
の
振
袖
火
事
に
よ
り
福
岡
藩
も
桜
田
上
屋
敷
を
全
焼
し
'
里
方
治
元
年

二
六
五
八
)
に
は

麻
布
屋
敷
も
延
焼
'
寛
文
八
年

二
六
六
八
)
に
は
再
び
桜
田
屋
敷
を
類
焼
し
た
｡
以
後
は
享
保

〓
ハ
年

二
七
三
二

に
桜
田
屋
敷
を
類

焼
L
t
折
-
か
ら
の
財
政
難
で
あ
っ
た
が
'
江
戸
語
の
家
臣
が
諸
道
具

･
衣
類
ま
で
焼
失
し
て

｢杜
儀
｣
に
し
て
い
る
の
で
'
｢御
救
｣

の
た
め
に

｢手
元
少
銀
｣
を
与
え
'
上
下
と
も
に
配
当
さ
れ
た
銀
子
は
三
八
貫
五
〇
〇
日
余
り
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
は
'
博
多

･
福
岡
両

(12
)

津
中
や
郡
々
か
ら
も
寸
志
金
が
上
納
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
過
程
か
ら
'
火
災
に
お
け
る
拝
借
銀
米
は
賦
与
と
貸
与
と
が
あ
っ
た
が
'
財
政
難
と
と
も
に
貸
与
が
主
流
と
な
っ
た
｡
お
お
む

ね
無
利
息
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
資
力
に
応
じ
て
年
賦
期
間
や
貸
与
額
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
手
続
き
と
し
て
は
'
ま
ず
訴
訟
の

上
で
藩
の
吟
味
が
あ
り
'
許
可
さ
れ
た
場
合
は
拝
借
状
を
提
出
し
て
銀
米
が
渡
さ
れ
た
｡
拝
借
銀
米
以
外
に
は
'
建
築
資
材
が
類
焼
者
の

属
す
る
支
配
筋
か
ら
支
給
さ
れ
'
さ
ら
に
諸
税
と
夫
役
の
免
除
が
考
慮
さ
れ
た
｡
そ
の
他
の
火
事
に
つ
い
て
は
詳
細
を
知
り
得
な
い
が
'

同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
'
右
の
救
済
が
本
来
的
に
は
各
身
分
の
役
を
負
担
す
る
領
民

(郡
市
に
あ
っ
て
は
家
中
井
に
町
人
'
在
郷
に
あ
っ
て
は
田
畑
を
持
ち
公
役
を
納
め
る
百
姓
'
浦
に
あ
っ
て
は
水
夫
役
負
担
者
)
に
与
え
ら
れ
た
領
主

の
保
障
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
｡
し
か
し
'
貧
富
を
問
わ
ず
襲
い
か
か
る
火
災
に
対
し
て
は
'
領
主
側
は
貧
民
や
役
を
負
担
し
な
い
領
民
へ

の
政
済
措
置
を

｢御
政
｣
と
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
荒
戸
伊
崎
浦
の
事
例
が
そ
れ
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
貧
民

救
済
が
狭
義
の

｢御
政
｣
に
位
置
し
'
｢上
納
｣
と

｢成
立
｣
関
係
の
も
と
で
の
救
済
が
広
義
の

｢御
政
｣
と
理
解
す
る
こ
と
で
'
領
主



の
危
機
管
理
=

｢御
救
｣
の
対
象
の
総
体
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
.
以
下
'
そ
の
点
に
留
意
し
っ
つ
飢
鰭
の
問
題
を
み
る
こ
と
に

す
る
｡

(
13
)

近
世
前
期
を
代
表
す
る
飢
値
と
い
え
ば
'
ま
ず
寛
永
末
年
の
大
飢
錨
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

寛
永

一
五
年

二

六
三
八
)
か
ら
九
州

一
円
で

牛
疫
が
発
生
し
'
中
国

･
四
国

･
践
内
に
も
広
ま
っ
た
｡
こ
れ
は
飢
鰭
の
前
欄
と
な
り
'
以
後

1
九
年
ま
で
全
国
的
な
不
作

･
凶
作
が
続

-
こ
と
に
な
る
｡
幕
府
は
大
名
の
領
内
の
作
柄
'
年
貢
牢
の
報
告
を
求
め
'
米
の
生
産
料
の
全
国
的
規
模
で
の
掌
抱
を
は
か
-
'
人
返
し

を
お
こ
な
い
'
寛
永
二
〇
年
三
月
に
は
代
官
に
対
し

｢土
民
仕
置
条
々
｣
を
命
じ
た
.
藩
レ
ベ
ル
の
対
応
で
は
'
倹
約
令
を
出
し
'
家
中

へ
の
足
米
や
貸
付
を
お
こ
な
い
'
米
価
統
制
'
飢
人
の
流
出

･
流
入
の
防
止
'
飢
人
へ
の
施
粥
を
講
じ
て
い
る
｡
小
浜
藩
主
酒
井
忠
勝
は
'

領
内
で
百
姓
が

一
人
で
も

｢か
つ
え
こ
ろ
し
｣
に
な
れ
ば

｢沙
汰
の
限
-
｣
と
報
じ
て
領
内
の
餓
死
者
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
が
'
飢

人
が
増
え
る
に
つ
れ
て
も
っ
と
も
飢
え
て
い
る
も
の
だ
け
を
施
粥
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
変
更
し
た
｡
飢
罷
後
の
複
興
策
で
は
'
田
地

･

家
を
持
つ
百
姓
に
は
夫
食
米
と
種
米
を
貸
し
与
え
'
村
に
あ
っ
て
田
地
を
持
た
な
い
百
姓
へ
は
'
そ
の
村
の
庄
屋
に
請
け
負
わ
せ
て
夫
食

米
と
種
米
を
貸
し
与
え
'
堤

･
川
除
普
請
等
に
は
扶
持
米
を
支
給
し
た
と
い
う
｡
以
上
か
ら
'
藤
井
誠
治
氏
は
寛
永
の
飢
健
に
農
政
の
転

(_4
)

換
点
を
求
め
'
幕
府

･
藩
と
も
に
こ
の
飢
鰭
を
契
機
と
し
て
百
姓
の
成
り
立
ち
を
重
視
し
た
政
策
を
取
-
始
め
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

筑
前
国
の
寛
永
飢
経
の
状
況
は
史
料
的
に
伝
わ
ら
な
い
が
'
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
'
熊
本
大
学

附
属
図
昏
館
寄
託
永
青
文
庫
に
所
蔵
す
る

｢筑
前
之
様
子
中
上
焼
串
｣
と
題
す
る
史
料
か
ら
当
時
の
様
子
を
窺
う
こ
と
に
し
た
い
｡
本
史

料
は
細
川
熊
本
港
か
ら
派
遣
さ
れ
た
笠
清
兵
衛
と
い
う
密
偵
が
'
福
岡
洋
や
近
隣
の
久
留
米

･
柳
川

･
佐
賀
藩
な
ど
の
仕
匿
の
梯
子
を
報

告
し
た
啓
上
で
あ
る
｡
承
応
三
年

(
一
六
五
豊

か
ら
寛
文
五
年

二

六
六
五
)
ま
で
二
五
通

二
通
の
平
均
約
二
二
ヶ
条
)
が
残
さ
れ
て
い

る
｡
以
下
に
示
し
た
事
例
人
件
は
'
い
ず
れ
も
同
史
料
に
よ
る
｡
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
史
料
の
た
め
'
本
箱
末
尾
に
関
連
部
分
を
抜
粋

掲
載
し
た
｡
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)
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∧
事
例
-
>
筑
前
国
で
は
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
は
日
照
り
で
田
高
凡
七
五
〇
〇
石
余
の
損
毛
と
な
り
'
苗
付
不
能
の
田
畑
は
六
〇

〇
〇
石
に
の
ぼ
っ
た
｡
翌
二
年
も
八
月

一
五
日
に
大
風
が
吹
き
'
倒
家
八
四
〇
〇
余
'
船
損
六
〇
余
腔
'
溺
死
者
五
〇
人
と
い
う
被
害
を

(15
)

ヽ
,

受
け
'
田
畑
も
か
な
り
の
損
毛
で
あ
っ
た

｡

そ
の
た
め
筑
前
国
中
の
耕
作
状
況
は

｢申
分
｣
で
あ
っ
た
が
'
大
風
を
う
け
て
少
々
損
毛
し

ヽ
ヽ

た
所
は

｢先
年
御
定
之
土
免
｣
よ
り
二
歩

二
二
歩
上
げ
の
高
免
に
命
じ
ら
れ
た
｡
大
分
損
毛
し
た
所
も

一
応
の
検
見
は
し
た
け
れ
ど
も
高

免
を
命
じ
'
厳
し
-
催
促
し
た
｡
こ
う
し
た
仕
置
は
藩
主
光
之
の
側
近
鎌
田
左
兵
衛

･
伊
藤
半
兵
衛

･
櫛
橋
七
兵
衛
等
の

｢御
し
ま
つ
奉

行
衆
｣
が
'
｢町
中
在
々
所
務
｣
を
扱
う
家
老
小
川
平
右
衛
門

･
黒
田
三
左
衛
門
に
相
談
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
'
代
官
衆

･

郡
代
衆
は
百
姓
の

｢痛
｣
を
家
老
以
下
に
訴
え
た
が
'
｢御
為
之
儀
｣
を
理
由
に
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で

｢
国
中
百
姓
他
国

へ
緑
引
こ
-

十
月
中
旬
･c
t!今
大
分
走
-
｣
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
｡
こ
れ
は
郡
代

･
代
官
衆
も
存
知
の
こ
と
で
'
｢訴
訟
之
為
｣
に

｢走
加
｣
え
さ
せ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
近
国
で
は
仕
置
悪
数
と
評
判
に
な
り
'
国
中
も
騒
が
し
い
の
で
'
こ
れ
を
知
っ
た
藩
主
光

之
は

｢機
嫌
悪
敷
｣
な
り
'
｢御
し
ま
つ
奉
行
衆
｣
の
落
度
と
な
っ
た
模
様
で
あ
る
｡
そ
の
一
方
で
博
多

･
福
岡
町
中
に
対
し
て
は
'
｢草

臥
｣
を
理
由
に
二

月

二

日
よ
り
諸
公
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
｡

<
事
例
2
>
去
年

(明
暦
二
)'
鎌
田
左
兵
衛
が
高
免
を
強
く
催
促
し
た
の
で
'
多
-
の
走
-
百
姓
が
で
た
｡
左
兵
衛
は
少
々
御
前
悪
敷

き
状
態
で
あ
っ
た
が
'
早
々
に
許
さ
れ
て
出
頭
L
t
当
年
も
所
務
方
を
仕
置
の
予
定
で
あ
る
｡
去
年
の
走
り
百
姓
の
跡
に
は
大
分
の
借
米

ヽ

ヽ
ヽ

と
な
っ
た
の
で
'
当
年
は
年
貢
皆
済
の
前
に
ま
ず
去
年
の
借
米
を

｢借
米
仕
候
百
姓
｣
も

｢借
米
不
仕
候
百
姓
｣
も
同
様
に
人
別
に
取
り

立
て
る
予
定
で
あ
る
｡

<
事
例
2
>
万
治
元
年

(
一
六
五
八
)
は
在
々
は
損
毛
で
'
諸
人
が
草
臥
れ
て
い
る
た
め
'
盗
人

･
お
い
は
ぎ

･
付
火
な
ど
の
用
心
を

厳
重
に
命
じ
て
い
る
｡
筑
前
は
去
年
に
比
べ
現
米
六
万
石
の
不
足
と
な
っ
た
の
で
'
所
務
の
免
相
を
早
め
に
定
め
て
厳
し
-
催
促
し
て
い

る
.

一
〇
月

二

日
切
に
'
百
姓
の
諸
道
具
に
い
た
る
ま
で
代
物
に
と
っ
て
の
皆
済
を
命
じ
た
｡
そ
の
た
め
未
進
な
ど
は
な
い
よ
う
だ
が
'



｢た
お
し
申
百
姓
は
其
分
二
被
成
'
た
お
し
不
申
候
百
姓
ハ
御
政
こ
代
物
御
請
申
候
｣
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

<
事
例
4
>
万
治
二
年
六
月
'
去
年
の
損
毛
の
た
め
筑
前
の
在
郷
所
々
が

｢き
き
ん
｣
な
の
で
'
百
姓
が

｢飢
え
｣
に
及
ぶ
所
に
は
'

在
々
よ
り
訴
訟
が
あ
り
'
吟
味
の
上
で
多
分
の
銀
子
米
な
ど
が
貸
し
与
え
ら
れ
た
が
'
今
に
な
っ
て
も
訴
訟
が
続
い
て
い
る
｡
八
月
に
は

米
が
高
値
と
な
っ
た
た
め
'
｢福
岡
博
多
町
人
脇
々
の
者
共
｣
が

｢飢
え
｣
に
及
ん
だ
.
六
月
下
旬
よ
-
米

1
俵
が
銀
二
二
匁
五
分
の
高

値
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
光
之
は
'
町
人
共
の

｢不
便
之
儀
｣
を
思
い
'
｢御
自
身
之
御
蔵
米
｣
を

一
粒
も
他
国
へ
出
さ
ず
'
値

段
を

l
俵
に
付
き

1
人
匁
で
売
ら
せ
た
.
家
中
米
も
同
様
に
一
八
匁
に
て
売
る
よ
う
命
じ
た
と
こ
ろ
'
町
人
の
分
限
者
ま
た
は
米
屋
な
ど

が
店
を
引
い
た
た
め
'
｢諸
事
迷
惑
｣
と
な
っ
た
｡
そ
こ
で
'
店
を
引
い
た
米
屋
に
は
今
後
の
米
の
売
買
を
禁
じ
'
そ
の
他
分
限
者
に
も

米
を
銀

1
人
匁
の
値
段
に
て
売
買
し
な
い
も
の
は
今
後
の
米
売
り
を
禁
止
す
る
燭
を
出
し
た
｡
そ
の
上
'
家
老
や
大
身
家
臣
に
は
知
行
高

一
万
石
に
つ
き

一
〇
〇
〇
俵
宛
を
定
め
の
値
段
で
売
買
さ
せ
た
｡
こ
れ
は

｢国
中
民
巳
下
｣
を

｢御
不
便
｣
に
思
っ
て
の
こ
と
な
の
で
'

｢国
中
の
町
人
百
姓
巳
下
｣
が
悦
ん
で
い
る
｡

<
事
例
5
V
万
治
二
年
は
全
国
的
に
満
作
で
'
筑
前
国
も
近
年
に
な
い
満
作
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
光
之
は
近
年
の

｢百
姓
草
臥
｣
の

由
を
も
っ
て
'
免
相
を
三
歩
赦
免
す
る
よ
う
申
し
つ
け
た
｡
家
老
の
小
川
平
右
衛
門
は
そ
う
し
た
仕
置
に
合
点
せ
ず
'
自
分
の
給
知
に
は

例
年
の
毛
上
よ
り
三
歩
高
免
に
申
し
つ
け
た
｡
そ
の
た
め
へ
在
々
百
姓
が

｢迷
惑
｣
L
t
大
分
の
百
姓
が

｢走
り
｣
を
行
っ
た
｡
そ
の
後
'

小
川
は
知
行
地
の

｢古
未
進
｣
や

｢当
免
相
之
内
｣
と
も
に
未
進
米
を
棄
却
し
た
た
め
'
光
之
の
御
前
向
も
よ
-
な
り
'
百
姓
も
漸
次
帰

参
し
た
が
'
翌
三
年
正
月
に
な
っ
て
も
帰
参
し
な
い
百
姓
に
つ
い
て
は
'
近
国
に
尋
ね
に
遣
わ
し
て
帰
参
を
促
し
て
い
る
｡

<
事
例
6
>
万
治
三
年

一
〇
月
､
光
之
は
参
勤
前
に
'
当
年
の
耕
作
状
況
は

｢申
分
｣
で
あ
る
が
上
方
米
が
高
値
な
の
で
'
今
年
の
免

相
は
高
免
は
不
要
と
申
し
つ
け
た
｡
こ
う
し
た
時
こ
そ
百
姓
に

｢
い
と
ひ
｣
を
示
せ
ば
'
｢民
｣
は

｢
つ
の
る
｣
も
の
と
い
う
｡
皆
済
は

一
〇
月
二
〇
日
切
の
予
定
で
あ
る
｡
ま
た
'
当
年
は
米
が
高
値
で
'
福
岡

･
博
多
そ
の
他
宿
町
の
商
売
人
が

｢草
臥
｣
な
の
で
'
町
人
か

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

六

九
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ら
借
米
の
訴
訟
が
続
い
て
い
る
｡

<
事
例
7
>
寛
文
元
年

二
六
六
二

は
日
照
-
で
根
付
が
遅
れ
た
た
め
'
田
損
の
所
は
検
見
衆

･
郡
奉
行
'
さ
ら
に
郡
代
衆
の
検
見

と
な
っ
た
O
土
免
が
下
る
は
ず
の
所
も
あ
っ
た
が
'
伊
藤
半
兵
衛
の
分
別
で
は
借
銀
方
へ
の
返
納
が
多
分
に
あ
る
た
め
国
中
1
歩
上
げ
の

高
免
に
決
定
し
'
在
々
の

｢迷
惑
｣
と
な
っ
た
｡
翌
二
年
は

｢大
形
｣
の
耕
作
で
'
去
年
よ
り
免
相
の
下
が
る
所
も
あ
っ
た
が
'
今
年
も

上
免
が
命
じ
ら
れ
た
｡
理
由
は
近
年
光
之
の
借
銀
が
嵩
ん
で
い
る
た
め
と
い
う
｡

<
事
例
8
>
寛
文
五
年
は
在
々
も
殊
の
ほ
か

｢草
臥
｣
て
お
り
'
大
分
に

｢百
姓
た
お
し
｣
の
状
態
で
あ
っ
た
｡
去
年
は
大
分
に
御
蔵

米
を
売
却
し
た
が
'
今
年
は
例
年
の
よ
う
に
は
種
子
米
な
ど
も
貸
さ
れ
ず
'
百
姓
が

｢迷
惑
｣
し
て
い
る
｡

ま
ず
藩
主
光
之
に
よ
る

｢御
政
｣
政
策
の
展
開
が
確
認
で
き
る

(事
例
4
､
5
､
6
)｡
事
例
4
の
飢
笹
下
で
は
'
｢飢
人
｣
に
銀
子

･

米
を
貸
し
与
え
'
商
人

･
家
中
に
も
命
じ
て
の
米
価
統
制
を
断
行
し
て
い
る
｡
そ
の
中
で
事
例
5
は
'
給
人
側
の
利
害
を
代
表
す
る
小
川

平
右
衛
門
の
よ
う
な
家
老
も

｢御
政
｣
主
義
へ
の
同
調
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
こ
れ
は
藩
主
の

｢御
救
｣
が
機
能
す
る
範
囲
が

蔵
人
地
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
'
こ
の
段
階
で
は
給
人
側
の
自
粛
に
よ
っ
て
蔵
人
地
と
知
行
地
間
の
農
政
の
格
差
の
調
整
が
は

か
ら
れ
た
｡
そ
の
後
'
こ
の
間
題
は
寛
文

二
二
年
の

｢維
高
利
｣
の
導
入
に
よ
っ
て
制
度
的
な
解
決
を
み
る
こ
と
に
な
る

(後
述
)0

藩
主
の

｢御
救
｣
政
策
が
展
開
す
る
一
方
で
'
側
近
衆
は
主
君
光
之
へ
の

｢御
為
｣
筋
を
理
由
に
'
百
姓
へ
の
収
奪
を
繰
り
返
し
て
い

る

(事
例
1
､
2
､
7
)｡
事
例
3
で
は
'
倒
す
百
姓
は
そ
の
ま
ま
倒
し
'
倒
さ
な
い
百
姓
に
は
代
物
を
と
り
'
そ
れ
を

｢御
救
｣
と
認
識

し
て
い
る
｡
借
銀
が
深
刻
化
し
た
事
例
8
で
は
へ
多
数
の
倒
し
百
姓
の
状
態
が
あ
り
'
百
姓
の
再
生
産
を
保
障
す
る
種
子
米
す
ら
貸
与
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
｡
他
の
事
例
で
は
'
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
甘
木
の
美
礼
作
右
衛
門
が
損
毛
の
た
め
年
貢
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
'
銀
子
四
貫
目
を

一
割
の
利
子
で
六
年
間
の
拝
借
を
願
い
で
た
際
に
'
昏
倒
は

｢常
体
之
も
の
二
速
'
御
神
事
を
も
相
勤
も
の

(16
)

こ
侯
'
た
お
し
申
も
い
か
ニ
l付
｣
と
い
う
理
由
で
倖
銀
を
許
し
て
い
る

｡

後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
年
は
飢
鰭
で
あ
っ
た
が
'
右
の
論
理



で
い
け
ば
作
右
衛
門
が
普
通
の
百
姓
な
ら
倒
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
要
す
る
に
'
藩
側
は

｢百
姓
倒
し
｣
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
危

機
感
を
抱
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
さ
し
-

｢御
政
｣
政
策
下
に
お
け
る

｢百
姓
成
立
｣
と

｢百
姓
倒
し
｣
の
並
存
状
況
で
あ

る
｡
｢百
姓
成
立
｣
が

｢御
政
｣
の
限
界
条
件
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
て
ば
'
｢御
政
｣
の
理
念
と
実
態
の
滴
雑
と
説
明
す
る
し
か
な
い
だ

ろ
う
｡
し
か
し
'
｢御
政
｣
の
限
界
条
件
を
生
命
維
持
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
理
解
す
る
な
ら
ば
'
｢百
姓
成
立
｣
と

｢百
姓
倒
し
｣
の
並
有

は
何
ら

｢御
救
｣
主
義
に
矛
盾
す
る
事
態
で
は
な
-
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

い
っ
た
い
倒
さ
れ
た
百
姓
は
そ
の
後
ど
う
な
る
の
か
｡
明
快
な
答
は
出
せ
な
い
が
'
少
な
-
と
も

｢倒
し
｣
が
す
ぐ
さ
ま
百
姓
本
人
と

そ
の
家
族
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
だ
ろ
う
｡
多
大
の
努
力
を
必
要
と
す
る
と
は
い
え
'
質
地
を
請
戻
す
道
も
残
さ
れ
て
お

図① ｢御救｣の理念構成

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

り
'
蓄
財
次
第
で
は
新
た
な
田
畑
を

購
入
す
る
道
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
｡

村
を
離
れ
て
都
市
に
流
入
す
る
こ

と
も
'
他
国
へ
走
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
｡
百
姓
と
し
て
の
身
分
と
田
畑

を
失
い
'
人
格
的
隷
属
を
強
い
ら
れ
る

境
遇
に
身
を
落
と
し
た
と
し
て
も
'
生
命

を
失
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ

る
｡そ
こ
で
図
①
の
よ
う
な
概
念
図

で

｢御
政
｣
観
念
を
捉
え
て
み
た
い
｡

｢御
救
｣
主
義
は
万
民
の
生
命
維
持

を
基
軸
と
し
て
展
開
し
'
｢極
飢
｣
を

中
心
と
し
て

｢飢
え
｣
｢紅
俵
｣
｢迷

惑
｣
の
順
に
広
が
る
四
重
の
同
心
円

的
構
成
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

｡
四
つ
は
困
窮
の
深
刻
化
の
皮
合
い
を

理
念
的
に
示
す
も
の
で
'
｢極
飢
｣

と

｢飢
え
｣
は

｢御
政
｣
の
限
界
条

件
で
あ
る
生
命
維
持
の
機
能
が
'
｢柾
儀
｣
｢迷
惑
｣
は

｢御
政
｣
の
虫
終
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七

二

目
標
で
あ
る

｢成
立
｣
(経
営
維
持
)
の
機
能
が
求
め
ら
れ
る
段
階
で
あ
る
｡
｢迷
惑
｣
段
階
-

困
窮
が
最
も
軽
い
状
況
-

で

｢御
救
｣

が
機
能
す
る
状
態
が
'
最
も

｢御
救
｣
政
策
が
充
実
す
る
段
階

(た
と
え
ば
'
事
例
6
)
だ
が
'
｢迷
惑
｣
段
階
で
は
必
ず
し
も

｢御
救
｣

が
十
全
に
機
能
せ
ず
'
そ
れ
は
領
主
の
経
済
状
況
に
大
き
-
作
用
さ
れ
る
｡
た
だ
し
'
｢迷
惑
｣
状
態
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
'

い
ず
れ

｢難
儀
｣
さ
ら
に
は

｢飢
え
｣
の
状
態
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
｡
｢極
飢
｣
を
放
置
す
れ
ば
'
た
ち
ま
ち

｢死
｣
が
目
前
に
迫
っ
て

-
る
｡
領
主
は
領
民
の
生
命
危
機
を
回
避
す
る
責
任
が
あ
り
'
逆
に
い
え
ば

｢極
飢
｣
は
必
ず

｢御
政
｣
の
機
能
が
要
求
さ
れ
る
段
階
で

あ
る
｡
つ
ま
-
'
生
命
維
持
を
限
界
条
件
に
'
困
窮
の
度
合
い
に
応
じ
て

｢成
立
｣
を
め
ざ
す
政
策
が

｢御
政
｣
な
の
で
あ
る
｡

領
主
側
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
強
き
百
姓
の
創
出
に
あ
-
'
｢御
救
｣
の
論
理
を
領
主
の
収
奪
の
論
理
に
整
合
さ
せ
'
｢百
姓
成
立
｣
を
収

奪
の
日
的
化
し
た
役
人
も
確
か
に
存
在
し
た
｡
ま
た
'
｢御
政
｣
の
論
理
を
認
め
な
が
ら
も
'
｢御
為
｣
筋
の
た
め
に
収
奪
を
強
化
し
'

｢百
姓
倒
し
｣
を
放
置
し
た
役
人
も
存
在
し
た
｡
初
期
村
方
騒
動
に
お
け
る
年
貢
減
免
要
求
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ

ら
は

｢迷
惑
｣
段
階
で
の
行
為
で
あ
り
'
｢御
救
｣
の
限
界
条
件
で
あ
る

｢極
飢
｣
｢飢
え
｣
段
階
'
つ
ま
り
生
命
維
持
の
保
証
を
犯
さ
な

い
限
り
で
の
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢倒
し
｣
の
程
度
の
問
題
は
あ
る
に
し
ろ
'
｢百
姓
倒
し
｣
と

｢百
姓
成
立
｣
の
並
存
状
況
は
'

そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

次
に
'
｢御
救
｣
の
対
象
範
囲
を
み
る
た
め
に
'
延
宝
二
年
の
飢
健
の
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
｡
こ
の
年
は
全
国
的
な
水
害
で
'
福
岡

(17
)

藩
で
は
特
に
遠
賀
側
流
域
の
氾
濃
に
よ
-

｢不
況
之
凶
年
｣
と
い
わ
れ
る
凶
荒
で
'
国
中
の
秋
現
米
二
四
二
六
〇
石
余
り
を
損
毛
し
た
｡

そ
こ
で
'
家
中
対
策
と
し
て
同
年

一
一
月
二
六
日
に
家
中
知
行
取
の
拝
借
銀
の
う
ち
'
元
金
は
差
置
き
'
利
銀
ば
か
り
の
返
納
と
し
た
｡

一
二
月

一
六
日
に
は
'
米
が
高
値
の
た
め
'
城
下
町
人
の
内

｢日
過
｣
の
者
が

｢飢
え
｣
に
及
ん
だ
の
で
'
一
俵
に
付
二
三
匁
宛
で
少
々

の
米
を
貸
し
与
え
'
代
銀
返
済
は
碁
ま
で
延
長
し
た
｡
そ
れ
と
同
時
に
'
飢
人
の
故
地
と
し
て
は
'
｢極
ヲ
飢
二
及
侯
も
の
斗
｣
を
救
う

よ
う
に
命
じ
て
'
米
三
〇
〇
〇
俵
を
拠
出
し
た
｡
一
二
月
二
二
日
に
は

｢浦
々
飢
人
｣
の

｢救
米
｣
と
し
て
'
八
〇
〇
俵
が
浦
奉
行
に
預



け
ら
れ
'
こ
れ
も

｢櫨
而
困
窮
人
｣
を
扶
助
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
'
在
々
の

｢飢
人
｣
は
五
〇
〇
〇
俵
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず

｢政
｣
い
､

後
は
春
ま
で
見
合
わ
せ
る
-FJと
に
し
た
｡
二
六
日
に
は

｢国
中
通
宿
｣
が
困
窮
し
て
い
る
の
で
･
二
二
貫
目
の
拝
借
を
許
し
た
｡
さ
ら
に
,

遠
賀
郡
そ
の
他
よ
り
大
勢
の

｢非
人
｣
が
福
岡

･
博
多
へ
流
入
し
た
た
め
'
翌
三
年
春
に
は
国
中
在
々
に

｢飢
兵
根
五
千
俵

･
根
付
米

一

万
俵
｣
を
拠
出
'
国
中
押
し
な
べ
て
春
免
よ
り

一
歩
下
げ
免
を
命
じ
'
国
中
の
未
進
米
を
赦
免
と
し
た
｡
結
局
'
二
万

に
は

｢在
々
｣
へ

の

｢う
え
か
し
米
｣
｢根
付
｣
｢兵
狼
｣
'
｢清
々
｣
｢町
か
た
｣
へ
の

｢う
へ
米
｣
を
す
べ
て

｢御
捨
拝
領
｣
を
命
じ
'
総
高
三
二
〇
〇
〇

(18
)

俵
で
あ
っ
た
と
い
う

｡

表Ⅱ ｢御救｣の構成

対 象 機 能

政 策戟市 家中町方宿方 都市政策 棄摘物価統制流通統制 (津留)

借米 .借銀流民乞食 施 行 小屋掛け .人返 し

施粥施餓鬼 .祈祷荏 村方 勧農政栄

夫食貸種貸借米 .倍銀ー郷 浦方 破

免

年貢.諸役の｢引｣
雨乞.祈祷

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

右
に
よ
-
'
飢
鍾
時
の

｢御
政
｣
の
対
象
は
'
家
中

･
町
人

･
百
姓

･
浦
人

ほ
か
'
流
民

･
乞
食
に
及
ぶ
｡

し
か
も
'
火
災
と
同
様
に

｢飢
え
｣
に
及
ば
な

い
よ
う
極
貧
の
も
の
を
救
う
と

い
う
救
済
の
構
造
が
あ
-
'
表
Ⅱ
の
よ
う
に
整

理
で
き
る
｡
空
間
的
に
は
都
市
と

在
郷
に
分
け
ら
れ
'
｢迷
惑
｣
｢難
儀
｣
段
階

で
は
都
市
政
策

･
勧
農
政
栄
と

し
て
展
開
す
る
.
飢
催
時
に
は
在
郷

･
都
市
共

に

｢飢
え
｣
に
及
ぶ
が
'
在
郷
か

ら
都
市
へ
流
民

･
乞
食
が
流
入
し
て

｢極
飢
｣

状
態
を
加
速
す
る
た
め
'
人
返

し
政
策
や
施
粥

･
小
屋
掛
け
等
の
施
行
に
よ
る

救
済
策
が
と
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら

は
万
民
へ
の

｢御
救
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も

の
で
'
生
命
維
持
を
基
調
と
す

る
領
主
の
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
｡

経
営
維
持
の
て
こ
い
れ
と
し
で

捉
え
ら
れ
る
夫
食

･
種
貸
し
に
し
て
も
'
た
と

え
ば

r地
方
凡
例
録
｣
の

｢夫
食
貸

･
種
貸
之
事
｣
の
項
に
'
｢命
に
拘
-
時

刻
を
争
う
急
務
な
れ
ば
'
自
余
の
吏
務
と
違
い
速
や
か
な
る
を
専
務
と
す
｣
と
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あ
-
'
生
命
維
持
を
基
調
と
し
た
上
で
の

｢成
立
｣
で
あ
る
点
は
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
万
民
の
生
命
維
持
の
理
念
は
'
領
主
側
の
疫
病
対
策
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
｡
延
宝
九
年

二

六
八
二

の
飢
健
で
は
飢

人
に
御
救
米
が
支
給
さ
れ
る
と
と
も
に
'
疫
病
対
策
と
し
て
医
者
の
白
水
玄
寂

･
井
原
慶
琢

･
小
野
道
的
を
派
遣
し
て
'
薬
用
兵
娘
と
し

て
一
日
に
一
人
宛
米
二
合
を
与
え
た
｡
さ
ら
に
'
病
人
が
増
え
た
た
め
'
箱
崎
八
幡
宮
で
二
夜
三
日
の
祈
祷

･
護
摩
執
行
を
命
じ
'
紙
守

札
四
三
五
〇
枚
を
博
多
津
中
の
軒
別

一
枚
宛
に
配
布
し
て
い
る
｡
元
禄
八
年

(
一
六
九
五
)
七
月
那
珂
郡
老
司
村
の
疫
病
流
行
に
対
し
て

は
'
高
原
良
庵
を
派
遣
し
て
治
療
に
あ
た
ら
せ
た
.
同

1
二
年
七
月
宗
像
郡
内
殿
村

･
基
粕
屋
郡
青
柳
村
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
大
塩

1
人

･

八
木
元
甫
を
派
遣
'
正
徳
四
年

二
七
l
四
)
宗
像
郡
津
屋
崎
浦
で
の
死
亡

一
七
〇
人
'
病
人

一
〇
〇
〇
人
と
い
わ
れ
る
被
害
に
は
'
若

(19
)

千
の
銀
を
与
え
る
と
と
も
に
'
医
師
に
人
参
を
与
え
て
治
療
さ
せ
'
水
夫
役
な
ど
も
免
じ
て
い
る

｡

さ
ら
に
'
人
の
生
命
を
奪
う
こ
と
を
忌
避
し
た
二
つ
の
事
例
を
笠
清
兵
衛
の
報
告
書
の
中
か
ら
提
示
し
た
い
｡
ま
ず
'
万
治
四
年

(
一

六
六
二

福
岡
で
若
党
の
喧
嘩
が
あ
-
'
大
分
の
科
に
命
じ
ら
れ
る
は
ず
の
者
は
指
を
両
手
で
四
ツ
切
-
'
大
形
の
科
の
者
は
そ
の
ま
ま

で
国
払
い
と
な
っ
た
｡
こ
れ
を
晴
兵
衛
は
'
｢
(光
之
が
)
蒐
角
'
人
を
御
こ
ろ
し
被
成
儀
'
大
分
之
科
之
者
も
御
き
ら
い
被
成
と
申
候
事
｣

と
報
告
し
て
い
る
｡
翌
寛
文
元
年
の
報
告
書
で
も
'
光
之
の
仕
置
き
は

｢今
程
少
々
之
科
人
御
こ
ろ
し
被
成
候
儀
'
殊
外
御
き
ら
い
｣
で

あ
り
'
去
年
の
科
人
四
〇
人
余
-
が
寵
舎
と
な
-
死
罪
の
予
定
で
あ
っ
た
が
'
吟
味
を
申
し
つ
け
'
三
〇
人
か
ら
二
五
人
'
さ
ら
に
一
五

人
へ
と
減
ら
し
'
最
終
的
に
は

｢自
身
之
吟
味
｣
に
て
死
罪
は
六
人
に
決
定
し
た
と
い
う
｡
清
兵
衛
は
こ
れ
を

｢今
程
ハ
少
科
之
も
の
を

(殊

伐
)

ヽ
,
ヽ
,
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

お
ち

う

は

つ

被
為
成
侯
儀
'
江
戸
占
之
御
き
ら
い
の
儀
之
由
申
候
事
｣
と
述
べ
て
お
-
'
人
の
死
を
厭
う
政
策
が
江
戸
の
政
策
で
あ
る
と

(20
)

伝
え
て
い
る
｡
他
に
も
寛
文
期
に
大
罪

を

許
さ
れ
て
追
放
刑
と
な
っ
た
事
例
は
散
見
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
動
き
は
近
世
初
頭
か
ら
あ
り
'
慶
長
七
年

(
l
六
〇
二
)
二

一月
六
日
徳
川
家
康
が
発
令
し
た

｢定
｣
で
は
'
百
姓
の
殺
害

(21
)

を
禁
じ
'
罪
科
の
あ
る
場
合
に
は
百
姓
を
捕
ら
え
て
奉
行
所
で
の
対
決
を
義
務
づ
け
て
い
る

｡

ま
た
'
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
の
生



類
憐
み
政
策
と
の
関
連
も
あ
-
'
今
後
多
-
の
事
例
に
よ
る
検
討
を
必
要
と
す
る
が
'
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
人
の
生
命
を
奪
う
行
為
に
対

す
る
領
主
の
憤
重
な
態
度
も

｢御
政
｣
主
義
の
究
極
に
位
置
す
る
政
策
と
み
て
お
き
た
い
｡

(22
)

最
後
に
'
小
括
に
あ
た
っ
て
貝
原
益
軒
の

r君
子
訓
]
下

(元
禄
1
六
年
著
)
を
引
用
し
て
お
く
O

世
間
に
多
く
人
を
殺
す
こ
と
四
あ
-
｡
刑
兵
歳
病
な
-
｡

一
に
は
刑
を
誤
り
て
'
科
な
き
者
と
科
軽
き
者
と
を
殺
す
｡
二
に
は
わ
が

身
'
乱
を
お
こ
し
て
'
科
な
き
敵
見
方
を
多
く
殺
し
'
又
我
が
不
仁
無
縫
な
る
に
よ
-
て
'
人
に
兵
乱
を
起
こ
き
し
む
る
な
り
.
≡

に
は
水
草
風
晶
の
災
に
あ
ひ
'
民
多
-
餓
死
す
｡
四
に
は
'
民
話
の
病
に
か
､
り
'
殊
に
疫
病
は
や
り
て
'
人
多
く
死
す
る
な
り
｡

こ
の
四
の
物
は
'
皆
よ
く
人
を
殺
す
｡
こ
の
内
刑
と
兵
と
は
人
に
係
り
'
歳
と
病
と
は
天
に
か
､
る
｡
さ
れ
ど
四
の
も
の
供
に
人
民

を
殺
さ
ず
に
至
ら
ず
し
て
'
活
す
道
あ
り
｡
(中
略
)
是
人
に
優
る
も
の
､
菱
を
去
る
の
み
な
ら
ず
'
天
に
係
る
も
の
と
い
ヘ
ビ
も
'

人
力
を
以
て
う
れ
へ
を
防
ぐ
な
-
0

裁
判

(死
罪
)
･
戦
争

･
飢
鍾

･
疫
病
の
四
つ
が
､
｢人
を
殺
す
｣
事
態
を
引
き
起
こ
す
.
前
二
者
は
人
に
'
後
二
者
は
天
に
係
る
も
の

だ
が
'
い
ず
れ
も

｢人
力
｣
を
以
て
憂
え
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
｡
｢君
子
訓
｣
の
な
か
で
は
'
｢人
を
殺
す
｣
と
い
う
生
命
剥
奪
の
行
為

は
君
子

(領
主
)
の
忌
避
す
べ
き
事
柄
で
あ
-
'
そ
れ
を

｢人
力
｣
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ
と
は
君
子
の
才
覚
に
よ
り
'
そ
こ
に

｢
天
｣
か
ら

｢人
民
｣
を
預
か
る
君
子
の

｢職
分
｣
が
あ
り
'
そ
れ
こ
そ
が
君
子
の

｢天
命
｣
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
｡

塚
本
学
氏
は
'
｢江
戸
時
代
人
が
戦
国
の
動
乱
期
に
比
べ
て
'
徳
川
泰
平
の
世
を
誼
歌
し
'
権
現
様
に
よ
る
天
下
の
統

一
を
'
戦
乱
下

で
の
生
命
財
産
の
不
安
を
解
消
し
た
徳
業
と
た
た
え
た
文
章
は
す
く
な
-
な
い
｡
そ
れ
を
'
権
力
者
へ
の
お
も
ね
っ
た
姿
勢
と
だ
け
み
る

(23
)

こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
指
摘
し
て
お
り

'

示
唆
を
与
え
ら
れ
る
｡
徳
川
政
権
は
長
い
戦
国
の
動
乱
に
終
止
符
を
う
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
'
人

民
も
徳
川
公
儀
に
よ
る
支
配
を
受
け
入
れ
た
.
戦
争
に
よ
る
生
命
財
産
の
不
安
は
ひ
と
ま
ず
去
っ
た
が
'
寛
永
の
大
飢
雄
は
大
豆
の
餓
死

者
を
出
し
'
再
び
人
民
に
生
命
財
産
の
不
安
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
'
｢飢
え
｣
に
よ
る

｢死
｣
と
い
う
人
民
の
不
安

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

蓋
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実

を
回
避
す
る
こ
と
が
領
主
の
存
在
意
義
と
し
て
直
視
さ
れ
'
個
々
の
災
害
'
さ
ら
に
人
の
生
命
を
奪
う
い
っ
さ
い
の
事
象
-

裁
判

･
戦

争

･
飢
僅

･
疫
病
-

に
対
し
て
も

｢御
政
｣
の
機
能
が
広
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
寛
永
飢
儀
後
か
ら
寛
文

･
延
宝
期
に
か
け

て
の

｢御
政
｣
主
義
の
展
開
は
'
以
上
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
次
章
で
は
'
｢御
救
｣
主
義
の
そ
の
後
の
展
開
と
'
実

際
の
藩
政
上
の
動
き
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

二

益
軒
の
諌
言
銀
と
藩
政
の
展
開

本
章
で
は
'
貝
原
益
軒

(
二
ハ三
〇
-
一
七
一
四
)
が
福
岡
洋
家
老
に
提
出
し
た
四
度
の
諌
言
録

(廷
宝
七
'
同
人
'
元
禄
三
'
同
一
四
年
)

を
羅
針
盤
に
置
き
'
享
保
期
ま
で
の
福
岡
藩
政
の
展
開
を
跡
づ
け
て
み
た
い
｡
中
心
に
扱
う
の
は
延
宝
七
年

(
一
六
七
九
)
の
諌
言
録
六

(24
)

ヶ
条
で
あ
る

｡

煩
雑
を
避
け
る
た
め
'
年
号
を
記
さ
ず
諌
言
録
と
の
み
あ
る
の
は
'
延
宝
七
年
度
の
諌
言
録
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

ご
了
永
い
た
だ
き
た
い
｡

ま
ず
益
軒
は
諌
言
録
第

一
条
で
'
光
之
は
日
本

一
の
賢
君
で
あ
り
'
家
老
衆
は
道
理
に
よ
-
通
じ
'
上
の
御
心
を
請
け
て
位
置
を
入
念

に
L
t
｢諸
士
下
々
万
民
｣
に
至
る
ま
で

｢迷
惑
｣
の
な
い
政
道
を
行
っ
て
い
る
と
賞
賛
し
'
そ
の
子
細
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

小
罪
を
バ
御
免
被
成
候
故
'
大
罪
を
さ
へ
不
仕
候
得
バ
'
何
之
気
遣
も
無
御
座
'
大
な
る
過
を
も
品
に
よ
-
候
得
バ
御
免
被
成
侯
'

少
々
ハ
道
理
の
立
難
き
私
成
望
を
中
上
候
而
も
'
各
様
御
執
成
を
以
'
願
の
如
-
に
被
仰
付
'
其
上
に
困
窮
の
者
に
は
拝
借
銀
被
仰

付
'
火
災
に
逢
侯
得
バ
'
大
分
の
財
を
被
下
'
病
人
を
バ
深
-
御
い
た
わ
-
被
成
'
数
年
御
奉
公
不
動
者
に
も
禄
を
其
侭
被
下
置
候
'

又
'
不
才
こ
而
御
用
こ
不
立
者
に
も
父
の
禄
を
被
下
候
'
凡
不
仁
の
御
政
道
無
御
座
候
故
'
親
に
か
､
り
た
る
様
に
御
座
候

大
罪
以
外
は
罰
せ
ら
れ
ず
'
困
窮
者
に
は
拝
借
を
許
し
'
火
災
の
被
害
者
に
は
財
を
与
え
'
病
人
を
い
た
わ
-
'
数
年
奉
公
を
勤
め
な



い
者
に
も
本
禄
の
ま
ま
を
与
え
'
御
用
に
立
た
な
い
者
に
も
父
の
禄
を

与
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た
政
道
を
益
軒
は

｢仁
政
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

こ
れ
は
彼
の
延
宝
七
年
段
階
で
の
現
状
認
識
を
示
す
も
の
で
'
朱
子
学

者
と
し
て
当
時
の
撫
民
政
策
を

｢仁
政
｣
と
表
現
し
た
点
は
考
慮
か
ら

差
し
引
-
と
し
て
も
'
ま
さ
に
前
章
で
述
べ
た

｢御
政
｣
状
況
の
実
体

を
的
確
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡

第
二
条
で
は
'
｢国
用
不
足
｣
(財
政
難
)
は

｢御
国
の
大
な
る
御
幸
｣

と
す
る
｡
そ
れ
は
'
｢江
戸
の
公
儀
を
能
御
勤
｣
｢御
国
の
諸
士
を
能
恵

み
置
｣
｢万
民
を
能
御
救
｣
｢百
姓
の
年
貢
を
か
ろ
-
御
取
被
成
｣
｢諸

人
の
願
い
の
如
-
財
を
御
施
被
成
｣
と
い
っ
た

｢仁
政
｣
が
行
わ
れ
て

い
る
証
左
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
れ
は
'
公
儀
対
策
と
諸
士
以
下
'

万
民
へ
の

｢御
政
｣
政
策
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
整
理
で
き
る
｡
そ

の
う
ち
'
諸
士
'
百
姓
'
町
人
の
順
番
に
'
以
下
で
は
益
軒
の
諌
言
と

照
ら
し
な
が
ら
藩
政
の
展
開
を
み
て
み
た
い
｡

-

諸
士
政
策

(25
)

表
Ⅲ
は
家
中
の
借
銀
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず
'
寛
文
七

午

(
〓
ハ
六
七
)
藩
主
光
之
は
家
中
故
地
の
た
め
京
銀
を
借
入
れ
'
低

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

福岡薄家中の借銀状況

年 西暦 月 日

事 項寛文 7 1667ll21家中故地のため京銀借入 (低

利貸付 .7年成)寛文 9閏 16691019損毛のため､宋地所務三升以上下がる諸

士は､拝借銀米の未納を許す延宝 2延宝 4 167416761042621凶作のため､知行取衆の拝借

銀米は利銀のみの上納､

諸士貧困者には拝借銀を許す困窮

吉苦土には望み次第に拝借銀又は盤居を許す延宝 6 1678
再度京銀を借入れ 困那 苦土へ貸付 (低利 .15年賦天

和 3 1683 8 2 EI報土の拝借物を棄梢天和 3点字4 16831687 87 217倹

約令10ヶ条 (公儀の倹約､上米の延期､富者士拝借銀の棄絹､市中

在々滑々の倹約､江戸役除米､家作 .諸道具 .衣類等

の倹約)上米を見送 り､山木売却による倍銀返済○柾高別停止｡元禄 4元禄10 16911697 872125上米増額 .元
棟7年切 (大身は半約､末々は段々相応)､諸士の借物を上米の内より返

済｡上米復活 (現米100俵に付30俵除米､一同仰付)｡家中拝借銀の棄絹

｡元禄16 1703 3 3言古士の勘定所井催合借用は､代官請合証文をとること.元禄16正徳2 170317121092813倹約令

6ヶ条 (分限相応の奉公 .拝借禁止､武具 .馬具､酒妄遊興､

音侶贈答､衣類､報土奏女他所排掴禁止)上米5度免除｡催合所の借銀返主

剤こ当てさせる｡正徳5 1715 9 5吉古土拝借放棄絹.増除米 (江戸その他旅役の
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天

利

･
七
年
既
に
て
諸
士
に
貸
付
け
た
｡
同
九
年
は
凶
荒
の
た
め
'
知
行
地
の
物
戊
が
三
升
よ
り
下
が
る
諸
士
に
は
拝
借
銀
米
の
返
納
を
免

除
し
た
｡
延
宝
元
年

二
六
七
三
)
五
月
は
洪
水
'
翌
二
年
は
飢
鰻
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
'
そ
れ
ま
で
の
家
中
拝
借
銀
の
元
銀
の
返
済
を

免
除
'
利
銀
ば
か
り
の
支
払
と
L
t
さ
ら
に
困
窮
者
に
は
新
た
な
拝
借
銀
を
許
し
て
い
る
｡
四
年
に
は
家
中

一
同
に

｢敦
居
｣
(役
を
務

め
ず
謹
慎
L
t
財
政
が
好
転
し
た
ら
再
勤
を
願
う
)
か

｢拝
借
銀
｣
を
,7)て
役
務
を
続
け
る
か
を
望
み
次
第
に
選
択
さ
せ
て
い
る
.
六
年

に
は
延
宝
三
年
以
来
の
家
中
の
借
銀
返
弁
の
た
め
に
再
度
京
銀
を
借
り
入
れ
'
低
利
の
一
五
年
既
で
家
中
に
貸
付
け
て
旧
債
の
返
済
に
当

(26
)

た
ら
せ
て
い
る
｡

そ
の
翌
七
年

(
一
六
七
九
)
八
月
六
日
に
益
軒
は
最
初
の
諌
言
録
を
提
出
し
た
｡
こ
の
時
は
借
銀
に
関
す
る
言
及
は
な
い
の
で
'
借
銀

も
必
要
悪
と
考
え
て
い
た
ふ
Tj
が
あ
る
o
L
か
L
t
元
禄

1
四
年

二
七
〇
1
)
の
諌
言
録
で
は

｢今
時
御
家
中
の
風
俗
｣
と
し
て
借
銀

の
恒
常
化
を
強
-
糾
弾
L
t
借
銀
を
倍
銀
で
返
済
す
る
と
い
う
悪
循
環
の
構
造
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
自

ら
倹
約
し
て
身
上
が
続
-
よ
う
な
覚
悟
は
み
ら
れ
ず
'
上
米
で
人
馬
を
減
ら
し
た
の
に
曹
修
の
風
俗
は
衰
え
ず
'
不
相
応
な
借
銀
を
繰
り

返
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
安
易
な
借
銀
を
す
る
上
に
'
買
掛
の
銀
の
不
払
い
を
L
t
町
人
の

｢難
儀
｣
に
も
及
ん
で
い
る
｡
こ
れ
に
よ
り
'

｢殊
侍
中
風
俗
年
々
に
購
敷
成
'
人
の
物
を
取
遣
候
儀
を
手
柄
の
様
に
心
得
申
候
'
夫
を
見
習
'
下
々
百
姓
に
至
迄
'
年
々
に
ふ
り
ち
ぎ

に
成
行
申
候
｣
と
し
て
'
士
風
の
退
廃
を
嘆
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た
状
況
は
福
岡
藩
の
み
の
動
向
で
は
な
-
'
全
国
的
な
風
潮
と
し
て
社

会
問
題
化
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
新
井
白
石
の
日
記

(r公
退
暦
｣
五
)
の
元
禄

1
四
年

1
0
月
1
10
日
の
廻
状
に
'
｢近
年
諸
色

価
高
直
こ
有
之
付
'
町
人
等
及
困
窮
候
'
就
之
'
武
家
方
買
懸
-
之
金
銀
'
う
ち
す
て
差
置
侯
儀
有
之
ま
し
-
侯
'
た
と
ひ
少
つ
ゝ
な
-

と
も
'
有
合
候
ハ
ゝ
遺
し
侯
様
'
御
老
中
思
召
侯
｣
と
あ
り
'
益
軒
の
社
会
認
識
と
通
じ
る
元
禄
期
武
士
層
の
借
銀
の
不
払
い
状
況
を
述

べ
て
い
る
｡

そ
こ
で
益
軒
は
'
｢御
政
銀
｣
を
与
え
る
か
'
都
合
五
〇
〇
〇
貫
の
借
銀
を
棄
指
す
れ
ば
'
広
大
な
る

｢恵
み
｣
と
な
り
諸
人
が
悦
ぶ



か
も
し
れ
な
い
が
'
今
の
風
俗
で
は
曹
修
が
増
す
だ
け
で
決
し
て
家
中
の
困
窮
が
や
む
わ
け
で
は
な
い
｡
何
よ
り
倍
銀
に
よ
っ
て
諸
人
の

困
窮
を
救
う
の
は
か
え
つ
で
困
窮
を
増
す
だ
け
で
あ
り
'
倹
約
と
法
度
を
厳
し
く
L
t
倍
銀
の
禁
止
を
命
じ
る
こ
と
で
家
中
困
窮
を
救
う

べ
き
と
し
て
い
る
｡
他
藩
と
同
じ
く
福
岡
藩
で
も
繰
-
返
し
倹
約
令
が
出
さ
れ
た
が
'
元
禄

〓
ハ
年
に
は
倹
約
令
中
に
初
め
て
拝
借
銀
の

禁
止
が
も
-
こ
ま
れ
た
｡
し
か
し
'
そ
の
後
も
借
銀
は
続
け
ら
れ
'
正
徳
五
年

(
1
七
1
五
)
に
は
棄
絹
と
な
っ
て
い
る
｡
家
中
借
銀
の

恒
常
化
の
一
因
は
'
棄
指
が

｢御
救
｣
構
造
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

次
に
'
益
軒
の
諌
言
録
の
中
で
'
最
も
糾
弾
さ
れ
て
い
る
の
が
上
米
で
あ
る
｡
｢上
米
｣
｢上
り
米
｣
｢上
ケ
米
｣
｢預
り
米
｣
と
も
記
さ

(27
)

れ
'
家
中
の
物
戊
の
1
部
を
召
上
げ
る
借
知
の
こ
と
で
あ
る
O
早
-
は
正
保
二
年

(
1
六
四
五
)
熊
本
藩
の
例

が

あ
-
'
万
治
二
年

(
T
六

五
九
)
に
は
秋
田
藩
で
も
実
施
さ
れ
て
お
-
'
他
藩
で
も
時
期
は
前
後
す
る
が
同
様
で
あ
っ
た
｡
福
岡
藩
で
も
財
政
難
の
た
め
'
承
応
元

午

(
一
六
五
二
)
か
ら
三
年
間
'
家
臣
物
成
の
十
分
の
1
を
召
上
げ
て
い
る
｡
し
か
し
'
同
三
年
葬
封
し
た
光
之
は
'
家
中
の

｢妊
儀
｣

と
な
っ
て
い
る
上
米
を
や
め
'
三
月
ま
で
家
中
の
役
目
御
免
を
申
し
渡
す
と
同
時
に
'
家
中

｢取
続
｣
の
た
め

｢借
物
｣
の
利
を
下
げ
'

｢百
姓
共
｣
に
も

｢心
付
｣
と
し
て
倍
米
の
利
下
げ
を
行
っ
た
｡
光
之
は
こ
れ
を
父
息
之
の
宿
志
で
あ
っ
た
と
し
た
が
'
代
替
り
の

｢御

(28
)

政
｣
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

｡

そ
の
後
の
上
米
の
経
過
は
表
Ⅳ
に
示
し
た
通
り
で
'
財
政
難
を
乗
-
切
る
策
と
し
て
延
宝
元
年
に
再
び
論
議
を
よ
ん
で
い
る
｡
こ
の
時

の
上
米
は
順
延
と
な
-
'
か
わ
-
に

｢御
政
｣
策
と
し
て
地
方
知
行
別
を
停
止
し
て

｢柾
高
利
｣
(後
述
)
の
導
入
と
な
っ
た
｡
諌
言
録

で
は

｢此
所
末
々
に
て
沙
汰
仕
候
は
'
只
今
御
財
用
不
足
に
付
'
御
家
中
諸
士
知
行
の
内
よ
-
'
上
り
米
御
取
可
成
故
と
御
詮
議
御
座
候

由
｣
と
'
財
政
杜
か
ら
上
米
が
取
沙
汰
さ
れ
て
い
る
事
態
を
取
り
上
げ
'
忠
之
代
に
も
上
米
は
あ
り
'
他
所
に
も
上
米
は
あ
る
が
'
自
浄

の
現
状
の
よ
う
に
困
窮
が
深
刻
化
し
た
状
況
で
な
い
か
ら
'
数
年
続
け
ら
れ
て
も

｢下
人
を
多
-
は
放
し
不
申
候
故
'
下
々
に
も
浪
人
多

無
御
座
候
｣
で
あ
り
'
し
か
も
か
つ
て
は
浪
人
し
て
も
渡
世
L
や
す
か
っ
た
の
で

｢飢
え
｣
に
及
ば
な
か
っ
た
と
反
論
す
る
｡
益
軒
は
'

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

七
九
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慶
安
三
年

二

六
五
〇
)
か
ら
七
年
間
の
浪
人

経
験
が
あ
り
'
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
｡
ま
た
'
近
年
は
町
人

･
百
姓
が

｢痛
｣

ん
で
い
る
上
に
'
連
年
の
家
中
の
倹
約
の
た
め
'

既
に
浪
人
が
増
え
て
お
り
へ
さ
ら
に
今
度
の
上

米
で
諸
士
が
人
馬
を
は
な
せ
ば
'
浪
人
が
千
人

ほ
ど
出
る
た
め
必
ず

｢飢
え
｣
に
及
ぶ
｡
さ
ら

に

｢迷
惑
｣
の
余
-
に
火
付

･
盗
賊
な
ど
の
悪

事
を
お
こ
な
う
た
め
'
治
安
が
悪
く
な
る
｡
軍

役
も
維
持
で
き
ず
に
長
崎
警
備
の
不
備
が
お
こ

り
'
公
儀
に
対
す
る
役
儀
も
果
た
せ
な
く
な
る

と
い
っ
た
悪
弊
を
述
べ
て
い
る
｡

し
か
し
'
益
軒
の
諌
言
は
効
果
が
な
く
'
翌

延
宝
八
年
正
月
二
三
日
に
は
上
米
の
実
施
と
人

馬
の
召
放
ち
を
命
じ
る
｢

簡
略
令

｣

が
出
さ
れ

(29
)

た
｡

先
達
而
も
被
仰
出
侯
'
御
勝
手
不
被
為
成

侯
付
'
御
簡
略
被
御
遊
侠
へ
と
も
'
大
分

表Ⅳ 福岡藩家中御救年表 (上米)

年 西暦 月 日

事 項承応 1 1652 上米制 (俸禄の

内10分 1上納)暴応 3 16

54 上米制停止延宝 1 1673 217家中御政の

ため､柾高利となる (上米は順延)延宝7 16
79 8 6諌言① (上米政策批判)延宝8 1680 123倹約令 2ヶ条 (上米の心得､家中簡略

)延宝8 1680 3 4諌言② (上米政策批判)延宝

8田 1680 8 9倹約令 1ヶ条 (上米順延に付､一層の簡略)天和3貞享4 16831687 87 217倹約令10ヶ条 (公儀向の倹約､上米の延期､諸士拝
借銀の棄梢､市中在々清々の倹約､江戸役除米､家作

.諸道具 .衣類等の倹約)上米を見送 り､山木売却による借銀返済｡柾高利停止o元禄 2 1689 9

10上米実施上米

軽減上米増額 .元禄 7年切 (大身は半約､末々は段々相応)､諸士の借物元禄3 16

90 628

元禄4元禄 7 16911694 822115 を上米の内より返済C

上米停止元禄10 1697 725上米復

活 (現米100俵に付30俵除米､一同仰付)○家中拝借銀の棄桐○JC禄14
1701 620諌言 4 上米の段階制導入を献策)元禄15 1702 家中に去年の上米 3分の1返却 (米 1俵に付15匁宛)

元禄15 17021015根毛に付､

上米10分の 1返却元禄16 170
31028上米 3分の 1返却 .藩札の発行 (-宝永 4年停止)宝

永3 1706 728上米 1分増 (3歩に戻る)宝永6 1709 7 1上米 1歩返却正徳2 1712 913上米 5厘免除○催合所の借銀返済

に当てさせるo正徳3正徳3 17131713 492713倹約令 5ヶ条 (五ヶ年内外の倹約､上



御
不
足
有
之
付
'
重
畳
御
簡
略
之
儀
被
仰
付
事
こ
侯
'
畢
克
上
り
米
被
仰
付
こ
而
可
有
之
候
間
'
御
家
中
何
も
人
馬
を
減
シ
勝
手
相

続
候
様
二
可
致
覚
悟
侯
'
左
侯
へ
ハ
'
出
替
之
時
分
こ
も
侯
'
大
鰻
相
応
二
家
来
減
少
可
仕
候
'
下
々
減
申
儀
こ
候
条
'
当
二
月
朔

日
よ
り
役
目
を
御
赦
免
被
成
候
'
た
と
ひ
役
目
出
し
不
申
輩
た
り
共
'
応
々
二
人
を
減
シ
相
続
候
様
覚
悟
可
仕
候
'
何
と
そ
上
-
栄

無
之
'
御
続
被
成
侯
様
有
之
度
儀
と
'
重
畳
御
吟
味
被
仰
付
候
へ
共
'
大
分
之
不
足
故
'
常
髄
之
御
簡
略
迄
こ
て
ハ
'
事
済
不
申
つ

も
り
二
大
形
相
極
候
'
弥
共
通
二
落
着
候
ハ
＼

様
子
迫
而
可
被
仰
出
侯
事

(傍
線
聾
者
)

こ
の

｢簡
略
令
｣
の
約

一
ケ
月
半
後
の
三
月
四
日
'
益
軒
は
再
び
諌
言
録
を
授
出
し
て
'
上
米
実
施
に
反
対
し
た
｡
諸
士
は
上
米
を
召

上
げ
ら
れ
て
も
何
と
か
続
-
が
'
本
当
に
困
る
の
は

｢下
々
浪
人
仕
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
上
米
を
命
じ
て
も

｢下
々
流
浪
不
仕

様
｣
に
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
｡
さ
ら
に
数
千
人
の
浪
人
が
新
た
に
商
売
を
し
て
渡
世
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
'
前
々
よ
-
の
商
売
人
の

｢迷

惑
｣
に
な
る
｡
土
佐
藩
で
上
米
を
命
じ
た
際
に
は
'
｢迷
惑
｣
の
な
い
よ
う
人
数
に
応
じ
て
扶
持
が
与
え
ら
れ
'
下
人
を
放
す
こ
と
を
さ

せ
な
か
っ
た
の
で
1
人
の
浪
人
も
出
な
か
っ
た
｡

1
.
二
年
の
内
に
借
銀
を
返
済
し
'
余
銀
は
家
中
に
も
返
済
し
て
'
百
姓
町
人
等
の
窮

民
に
も

｢御
救
｣
を
施
し
'
｢手
前
よ
き
者
｣
に
は

｢自
分
政
ひ
｣
を
さ
せ
た
の
で
'

一
人
も

｢乞
食

･
飢
人
｣
が
で
な
か
っ
た
と
の
実

例
も
あ
げ
て
い
る
｡

(
30
)

こ
う
し
て
閏
八
月
九
日
に
は
'
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
｡

御
不
勝
手
こ
付
'
今
年
よ
り
上
り
米
可
被
仰
付
旨
最
前
被
仰
出
侯
へ
と
も
'
家
中
の
面
々
迷
惑
可
仕
と
被
思
召
上
こ
付
'
御
不
自
由

御
構
不
被
成
御
簡
略
等
被
成
'
御
借
銀
等
被
遊
'
当
秋
御
参
勤
被
成
候
'
就
夫
､
今
年
上
米
被
差
延
焼
'
至
来
年
と
か
-
上
米
不
被

仰
付
候
ハ
ゝ
難
成
御
積
二
候
間
'
其
節
行
当
不
申
'
今
年
よ
り
其
覚
悟
可
有
侯

(後
略
)

｢最
前
｣
'
つ
ま
り
正
月
二
三
日
に
命
じ
ら
れ
た
上
米
を
延
期
し
'
今
年
は
借
銀
に
よ
っ
て
参
勤
を
行
う
こ
と
を
告
げ
て
い
る
｡
こ
の

段
階
で
は
上
米
が
来
年
よ
-
実
施
さ
れ
る
可
能
性
を
残
し
て
い
た
が
'
実
際
に
上
米
が
復
活
す
る
の
は
元
禄
二
午

(
〓
ハ
八
九
)
に
な
っ

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

八
一



史
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研
究
紀
要

第
二
五
号

全

て
か
ら
で
あ
る
｡
以
上
か
ら
延
宝
元
年

二
六
七
三
)
か
ら
貞
享
四
年

二
六
八
七
)
ま
で
は
'
上
米
が
政
策
の
遡
上
に
の
ぼ
り
な
が
が
ら

も
実
施
に
い
た
ら
ず
'
代
替
案
を
採
用
す
る
こ
と
で
財
政
再
建
が
め
ざ
さ
れ
た
時
期
と
い
え
る
｡

か
わ
っ
て
貞
享
四
年
に
は
様
高
利
を
や
め
宋
地
所
務
が
復
活
し
た
た
め
'
三
ツ
五
歩
以
上
の
物
戊
が
給
人
の
手
元
に
残
る
体
制
に
移
っ

た
｡
し
か
し
'
実
際
に
は
元
禄
二
年
か
ら
上
米
が
実
施
さ
れ
'
余
剰
分
以
上
の
物
成
が
上
米
の
形
で
大
名
財
政
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
｡
翌

三
年
か
ら
は
上
米
率
の
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
た
が
'
四
年
に
は

｢大
身
ハ
半
納
恰
好
'
其
末
々
こ
至
而
ハ
段
々
相
応
｣
の
上
米
が
元
禄
七

年
ま
で
と
時
期
を
限
っ
て
断
行
さ
れ
た
｡
し
か
し
'
わ
ず
か
三
年
後
の
元
禄

一
〇
年
に
上
米
は
復
活
L
t
｢現
米
百
俵
二
付
三
〇
俵
宛
除

米
｣
と
い
う
'
知
行
物
戊
の
三
分
の
一
を
召
上
げ
る
内
容
で
あ
っ
た
｡
益
軒
の
四
皮
目
の
諌
言
は
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
に
提
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡

益
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡
上
米
で
人
馬
を
減
し
た

一
方
で
'
三
味
線
'
琴
'
夜
の
慰
船
'
芝
居
'
相
撲
な
ど
が
流
行
し
て
お
り
'
上

米
が
取
ら
れ
て
い
な
い
時
よ
-
も
諸
人
の
著
修
が
増
し
過
分
の
費
が
多
い
｡
早
々
に
厳
し
い
倹
約
令
を
出
し
'
三
分
の
一
上
米
に
対
し
て

は
段
階
制
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
千
石
の
大
身
は
三
分
の
一
を
減
ら
し
て
七
百
石
の
振
廻
相
応
に
公
儀
勤
め
を
す
れ
ば
よ

い
の
で
'
六
百
石
以
上
の
者
の
上
米
は
痛
み
に
な
ら
な
い
｡
し
か
し
'
足
軽

･
小
人

･
水
夫
等
の
わ
ず
か
な
扶
持
米
取
に
と
っ
て
'
三
分

の
1
の
上
米
の
負
担
は
大
き
い
｡
さ
ら
に
'
二
千
人
の
上
米
を
今
の
半
分
返
し
た
と
こ
ろ
で
'
大
身
衆

1
人
の
上
米
に
相
応
す
る
の
で
'

｢宥
免
は
大
勢
｣
｢御
慈
悲
は
大
分
の
御
恵
｣
｢御
損
は
大
分
に
て
も
無
｣
で
あ
る
｡

(31
)

こ
う
し
て
元
禄

1
五
年

1
0
月

1
五
日
に
は
'
上
米
の
一
部
返
却
が
決
め
ら
れ
た
｡

御
家
中
諸
士
上
ケ
米
'
打
続
被
召
上
候
鹿
'
無
僻
怠
差
上
'
殊
相
応
之
御
奉
公
相
勤
候
段
'
別
而
奇
特
こ
被
思
召
上
侯
'
年
来
之
儀

二
候
へ
ハ
'
御
宥
免
被
成
度
候
へ
共
'
今
以
御
勝
手
指
開
'
就
中
'

一
両
年
ハ
在
々
損
亡
'
其
上
無
様
御
物
人
も
有
之
付
'
御
政
可

被
成
様
無
之
候
'
然
と
も
知
行
所
風
水
之
損
亡
勇
二
付
'
何
れ
も
困
窮
仕
由
被
聞
召
付
候
故
'
御
不
足
を
御
構
不
被
成
'
諸
士
井
組



付
末
々
之
者
迄
も
'
上
ケ
米
之
内
乍
僅
十
分

一
当
年
返
シ
被
下
候
事

ま
ず
は
家
中
の
.上
米
が
長
引
-
た
め
宥
免
と
し
た
い
所
だ
が
'
財
政
柾
の
た
め

｢御
救
｣
は
で
き
な
い
と
い
う
｡
た
だ
し
'
家
中
の
側

の
困
窮
が
甚
だ
し
い
の
で
'
｢諸
士
井
組
付
末
々
｣
ま
で
上
米
の
十
分
の
一
を
返
す
と
し
て
い
る
.
福
岡
藩
は
元
禄

1
二
年
草
魅
'

1
三

年
大
風
'
1
四
年
早
魅

･
大
風
と
不
作
続
き
で
あ
っ
た
｡

1
五
年
は
大
風
と
洪
水
で
'
高
二
九
万
五
〇
〇
〇
石
余
の
損
毛
と
な
っ
た
.
港

は
こ
れ
を
幕
府
に
報
告
す
る
と
と
も
に
'
打
続
-
損
毛
を
理
由
に
七
年
間
の
倹
約
を
願
い
出
て
い
る
｡
窮
民
に
は
蔵
米
を
拠
出
L
t
例
年

(32
)

は
郡
夫
役
の
普
請
で
あ
る
田
畑
の
修
復
に
も
扶
持
を
与
え
て
政
済
し
て
い
る

.

こ
う
し
た
1
連
の

｢御
枚
｣
政
策
の
な
か
で
'
上
米
を
全

面
的
に
止
め
る
こ
と
が

｢御
救
｣
主
義
に
か
な
う
政
策
で
あ
っ
た
が
'
家
中
に
対
し
て
は

｢御
政
｣
に
反
す
る
上
米
を

1
部
返
却
す
る
こ

と
で
部
分
的
な

｢御
救
｣
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
益
軒
は
上
米
批
判
を
繰
-
返
し
た
｡
そ
れ
は
'
上
米
が
諸
士
へ
の

｢御
救
｣
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
'
上
米
に
よ
っ

て
諸
士
が
人
馬
を
放
す
こ
と
が
'
商
人
の

｢迷
惑
｣
'
さ
ら
に
諸
人
の

｢飢
え
｣
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
っ
た
｡
延
宝
元
年

二
六
七
三
)

か
ら
元
禄
元
年

二
六
八
八
)
ま
で
は

｢御
政
｣
主
義
の
観
点
か
ら
反

｢御
救
｣
政
策
で
あ
る
上
米
は
常
に
実
施
を
見
合
わ
せ
､
他
の

｢御
救
｣
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
で
財
政
難
の
立
て
直
し
が
は
か
ら
れ
た
｡
元
禄
二
年
か
ら
は
上
米
が
恒
常
的
に
取
ら
れ
る
が
'
部
分
的

｢御
救
｣
と
し
て
上
米
の
1
部
が
返
却
さ
れ
て
い
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

と
こ
ろ
で
'
益
軒
は
上
米
の
代
替
案
と
し
て
'
延
宝
七
年
段
階
で
二
つ
の
策
を
献
じ
て
い
る
｡
献
策
の
一
は
へ
藩
札
の
導
入
で
あ
る
｡

益
軒
は
政
策
上
で

｢札
遣
｣
=
藩
札
の
導
入
を
考
慮
し
な
が
ら
取
り
や
め
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
現
在
は
二
五
ヶ
所
で
行
わ
れ
'
ま

た
織
田
信
長
の
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
所
も
あ
-
'
こ
れ
を
考
え
れ
ば
藩
札
が
良
策
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
｡
弊
害
と
し

て
は
､
買
っ
た
者
が
百
分
の
1
の
利
息
を
出
す
こ
と
'
似
せ
札
が
出
回
る
こ
と
'
急
に
長
崎
等
へ
人
数
派
遣
を
命
じ
ら
れ
て
も
'
た
や
す

-
銀
へ
の
換
金
が
で
き
ず
軍
用
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
'
紙
同
前
の
物
に
銀
を
替
さ
せ
る
と
町
人
の

｢迷
惑
｣
と
な
る
こ
と
､
金
銀
が
他
国

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

仝



史
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(33
)

へ
流
出
す
る
こ
と
を
あ
げ
'
実
例
と
し
て
長
州
や
越
前
で
の
失
敗
例
を
示
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
な
ど
は
不
案
内
な
者
の
説
で
あ
り
'

1
度
に
多
額
を
発
行
し
な
け
れ
ば
よ
く
'
利
息
な
し
で
銀
子
を
借
用
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
o

(34
)

福
岡
藩
で
は
そ
の
後
'
元
禄

一
六
年

(
一
七
〇
三
)
に
上
米
の
一
部
返
却
と
藩
札
の
発
行
に
踏
み
切
っ
た

｡

理
由
は
'
打
続
-
損
毛
の

(35
)

た
め
四
民
が

｢難
儀
｣
L
t
金
銀
通
用
が
不
自
由
で
あ
る
た
め
と
説
明
し
て
い
る

｡

当
初
は
七
年
間
の
予
定
で
あ

っ
た
が
'
宝
永
四
年

(
一
七
〇
七
)
幕
府
が
宝
永
金
銀
の
流
通
の
た
め
に

一
方
的
に
藩
札
の
停
止
を
命
じ
た
た
め
経
済
混
乱
を
招
-
事
に
な
っ
た
｡
被
害
は
福
岡

(36
)

藩
の
み
な
ら
ず
'
五
二
藩
に
及
ん
だ
と
い
う
｡
以
後
'
福
岡
藩
で
は
宝
暦
七
年

二

七
五
七
)
ま
で
藩
札
は
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
｡

献
策
の
二
は
柾
高
制
の
再
編
で
あ
る
｡
福
岡
藩
で
は
地
方
知
行
制
を
寛
文

二

一午

(
一
六
七
lこ
ま
で
続
け
'
翌
延
宝
元
年
か
ら
は
挫

(37
)

高
制

(新
高
柁
三
ツ
五
歩
制
)
に
移
行
す
る
O
施
行
に
あ
た
っ
て
は

｢家
中
御
救
｣
の
た
め
と
説
明
さ
れ

た

o

こ
れ
は
地
方
知
行
制
の
機
能

の
う
ち
'
免
牢
決
定

･
年
貢
取
立

･
勧
農
の
業
務
を
郡
方
役
人
に
代
行
さ
せ
る
制
度
で
'
給
知
と
蔵
人
地
の
農
政
の
不
平
等
と
給
知
間
格

差
に
よ
る
家
中
物
戊
の
不
平
等
を
な
-
す
こ
と
を
目
的
と
L
t
豊
凶
に
関
わ
ら
ず
三
ツ
五
歩
の
物
成
高
を
家
中
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ

た
｡
し
か
し
'
良
質
の
給
知
を
も
つ
家
臣
に
対
し
て
は
'
過
去
の
物
戊
を
平
均
し
た
出
目
分
を
新
高
と
し
て
加
増
す
る
優
遇
措
置
を
と
っ

た
た
め
'
抜
本
的
な
平
等
化
政
策
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
が
実
状
で
あ
っ
た
｡
益
軒
は
こ
の
新
高
梯
制
の
矛
盾
を
鋭
-
つ
い
て
い
る
｡

(マ
マ
)

幸
先
年
よ
り
平
均
に
被
仰
付
置
侯
て
'
諸
士
知
行
本
高
の
外
二
上
り
申
候
新
高
を
悉
被
召
上
侯
ハ
､
'
無
高
下
侯
而
ろ
く
成

儀
二
而

可
有
御
座
候
'
左
無
御
座
候
ハ
,
'
他
国
之
な
ら
し
之
ご
と
-
こ
'
三
ツ
こ
而
も
三
ツ
五
分
二
両
茂
平
等
こ
無
高
下
拝
領
被

仰
付
'

其
上
之
物
成
ヲ
皆
々
召
上
侯
欺
'
此
二
之
内
い
つ
れ
こ
而
も
取
行
被
成
侯
ハ
ゝ
'
五
歩
の
上
-
米
被
召
上
侯

古
ハ
上
-
申
分
量
も
多

く
'
其
上
'
上
り
米
御
取
被
成
侯
と
申
'
御
名
ハ
立
不
申
'
諸
士
之
知
行
物
成
拝
領
仕
侯
処
も
甲
乙
有
御
座
間
数
候
'
若
知
行
能
者

も
悪
敷
者
も
同
様
二
五
分
二
両
茂
'
六
分
こ
而
茂
被
召
上
侯
ハ
､
'
知
行
悪
敷
者
弥
迷
惑
可
仕
候

献
策
で
は
'
新
高
を
召
上
げ
る
か
'
ま
た
は
他
領
の
よ
う
に
平
等
の
柾
高
利

(知
行
割
替
)
の
導
入
を
は
か
る
か
'
と
の
二
つ
を
提
案



す
る
｡
い
ず
れ
も
家
中
間
の
不
平
等
を
根
本
か
ら
な
-
す
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
五
歩
の
上
米
よ
-
新
高
の
上
-
分

は
多
く
'
上
米
を
止
め
れ
ば
御
名
も
立
つ
と
い
う
'
名
実
と
も
に
良
策
と
考
え
て
の
献
策
で
あ
っ
た
｡

福
岡
藩
で
は
こ
の
後
'
貞
享
四
年

二
六
八
七
)
に
釆
地
所
務
を
復
活
し
て
家
臣
の
財
政
難
の
救
済
措
置
を
と
る
が
'
そ
の
l
方
で
上

栄
-

反

｢御
救
｣
政
策
-

が
恒
常
化
し
た
の
は
既
に
み
た
通
-
で
あ
る
｡
正
徳
三
年

(
1
七
二
二
)
上
米
の
停
止
と
同
時
に
再
び
槌

高
利
を
導
入
し
た
が
'
こ
の
時
は
延
宝
度
の
よ
う
な
新
高
の
加
増
は
行
わ
れ
ず
'
本
高

(古
高
)
に
対
す
る
物
成
高
の
保
証
の
み
と
な
っ

た
｡
そ
の
た
め
'
こ
れ
を
先
の
新
高
柾
に
対
し
て
古
高
雄
と
呼
ぶ
｡
結
果
的
に
益
軒
の
主
張
し
た
新
高
召
上
げ
が
'
諌
言
か
ら
三
四
年
を

経
て
実
現
化
し
た
こ
と
に
な
る
｡
享
保
七
年

(
一
七
二
二
)
に
は
再
び
釆
地
所
務
を
復
活
'
わ
ず
か
五
年
後
の
一
二
年
に
は
撞
高
利
に
戻

る
が
'
享
保
の
飢
鐙
の
直
撃
を
う
け
て
家
中
財
政
は
完
全
に
俸
禄
制
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
行
-
｡
そ
の
詳

(38
)

細
な
過
程
は
別
稲
に
譲
る
が
､
こ
う
し
て
最
終
的
に
は
元
文
五
年

二
七
四
〇
)
に
梯
高
三
ツ
三
歩
制
で
定
着
'
第
末
に
い
た
っ
た

.

2

百

姓

政

策

諌
言
録
第
三
条
で
は
'
四
民
の
内
で
も
士
は
常
に
禄
を
与
え
ら
れ
身
命
を
続
け
る
存
在
な
の
で
'
上
米
も
当
然
で

｢苦
し
か
ら
ざ
る
空

だ
が
'
常
に
扶
持
を
与
え
ら
れ
な
い
百
姓

･
町
人
な
ど
か
ら
運
上
を
取
り
'
免
を
上
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
'
｢甚
だ
謂
れ
な
き
俵
｣
で

あ
り
'
世
間
の
唱
え
も
悪
-
'
第

1
に

｢万
民
｣
が

｢困
窮
｣
す
る
の
で

｢御
為
｣
に
よ
-
な
い
こ
と
で
あ
る
t
と
す
る
o
益
軒
は
他
で

も

｢民
の
財
｣
を
か
す
め
と
る
よ
う
で
は
'
領
主
と
百
姓
の
関
係
が
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
｡

第
六
条
で
は
'
さ
し
て

｢御
用
｣
に
な
ら
な
い
串
に
も

｢百
姓
の
隙
｣
を
費
や
す
串
が
多
-
'
｢公
儀
｣
の
た
め
'
｢四
民
｣
の
た
め
'

何
よ
り

｢大
事
の
耕
作
に
精
を
出
し
申
事
｣
に

｢難
儀
｣
と
な
-
'
｢百
姓
の
痛
｣
'
さ
ら
に
は

｢公
儀
｣
の
損
に
も
な
っ
て
い
る
.
ま
た
'

在
々
よ
-
の
小
物
戊
は
'
｢種
籾
之
利
米
｣
と

｢三
合
夫
米
｣
｢
二
合
夫
米
｣
の
三
色
を
合
わ
せ
て
勘
定
す
れ
ば
'
免
の
1
分
程
に
し
か
過

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)
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ぎ
な
い
｡
総
じ
て
百
姓
は
公
役
を
少
な
-
し
て
'
｢隙
｣
さ
へ
与
え
れ
ば
'
耕
作
に
精
を
出
し
て
'
五
穀
を
生
じ

｢有
付
｣
も
の
な
の
で
'

免
が
少
々
上
が
っ
て
も

｢痛
｣
は
な
い
｡
逆
に
'
小
物
成
を
多
く
と
れ
ば
'
百
姓
は
多
事
に
苦
し
み
'
米
銀
を
多
-
出
さ
な
く
て
も
嫌
が

る
も
の
で
あ
る
｡
小
物
成
を
取
る
の
と
取
ら
な
い
の
で
は
'
取
ら
な
い
方
が
道
理
と
他
所
の
風
聞
に
お
い
て
も
良
い
t
と
述
べ
る
｡

税
法
墨
守
を
旨
と
す
る
益
軒
は
'
長
政
以
来
の
小
物
成
三
色
を
止
め
る
こ
と
に
や
や
蒔
蹄
す
る
が
'
基
本
的
に
免
は
多
少
上
が
っ
て
も

小
物
戊
は

一
切
止
め
て
年
貢
へ
の
一
本
化
を
は
か
-
'
公
役
も
極
力
減
ら
し
'
百
姓
が

｢-
つ
ろ
ぐ
｣
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
建
言
し

て
い
る
｡

一
例
と
し
て
江
州
膳
所
の
事
例
を
示
し
'
か
つ
て
小
物
成
が
多
い
時
は
百
姓
が
痛
み
免
も
低
か
っ
た
が
'
小
物
成
を
停
止
し
て

諸
役
を
減
少
し
た
所
'
免
は
八
分
上
昇
し
て
も
百
姓
は
か
え
っ
て
有
付
い
て
喜
ん
で
い
る
と
伝
え
て
い
る
｡

(39
)

こ
こ
で
福
岡
藩
の
本
年
貢
以
外
の
雑
税
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う

｡

ま
ず

｢三
合
夫
米
｣
は
'
｢千
石
夫
米
｣
と
も
い
わ
れ
'

黒
田
長
政
が
筑
前
入
部
時
に
'
千
石
夫
と
称
し
て
各
部
の
田
畑
高
千
石
毎
に
人
夫

一
人
を
義
務
づ
け
'
領
内
出
夫
の
人
月
を
十
番
に
分
け

て
福
岡
に
交
番
さ
せ
'
江
戸

･
長
崎

･
駿
府
の
祐
役
'
そ
の
他
諸
役
の
使
役
に
充
て
て
い
た
｡
忠
之
代
に
は
台
所
の
使
役
に
も
郡
代

一
人

に
付
き
人
夫
三
〇
人
を
率
い
て
三
〇
日
ご
と
に
交
番
さ
せ
た
｡
他
に
下
男
掃
除
坊
主
等
の
扶
持
も
こ
こ
か
ら
支
出
し
て
い
た
と
い
う
｡
し

か
し
'
負
担
が
大
き
か
っ
た
の
で
'
領
民
の
願
い
出
に
よ
り
夫
銀
を
上
納
し
て
福
岡
城
下
に
て
賃
雇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
後
'
夫

銀
を
米
に
改
め
て
'
田
畑
高

一
石
ご
と
町
升
三
合
を
提
出
さ
せ
'
そ
の
額
四
六

一
〇
俵
余
り
と
し
た
｡

｢
二
合
夫
米
｣
は
藩
主
の
在
郷
御
成
'
幕
吏

･
諸
大
名
の
往
来
な
ど
の
人
夫
に
使
役
し
て
い
た
｡
こ
れ
も
農
務
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
か

ら
'
田
畑
高

一
石
に
対
し
て
米
二
合
を
上
納
さ
せ
'
小
役
人
を
使
役
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
額
は
三
二
二
六
俵
で
あ
る
｡

｢種
子
籾
利
米
｣
は
'
黒
田
氏
の
入
封
の
際
に
'
田

一
反
に
対
し
て
種
子
籾

一
斗
を
貸
与
し
'
以
後
貸
付
籾
の
石
数
に
応
じ
て
一
割
半

の
利
米
を
取
-
'
正
視
に
既
課
し
て
上
納
さ
せ
た
｡
元
禄
年
間
で
は
'
筑
前

一
六
郡
で
元
籾
二
万
六
四
八
九
石
余
で
あ
っ
た
｡
延
享
頃
に

は
'
毎
秋
に
郡
代
が
元
籾
の
利
子
米
を
徴
収
し
て
各
村
の
年
貢
蔵
へ
蓄
え
'
利
子
は
上
納
し
て
'
元
種
籾
は
村
役
人
の
管
理
と
L
t
そ
の



額
を
帳
簿
に
記
載
し
て
'
大
庄
屋
が
奥
印
し
て
郡
役
所
に
差
出
し
'
春
の
苗
代
の
頃
に
各
村
か
ら
借
状
帳
簿
を
差
出
し
て
貸
付
た
｡
そ
の

後
'
元
籾
は
据
置
'
利
子
米
の
み
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
｡

以
上
の
小
物
成
三
色
は
益
軒
が
指
摘
す
る
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
額
で
は
な
い
｡
そ
の
他
の
小
物
成
と
し
て
は
'
｢
三
品
銀
｣
と

｢鷹
餌
五
勺
米
｣
が
あ
る
.
｢三
品
銀
｣
は
元
禄
四
年

(
1
説
宝
永
年
間
)
に
始
ま
-
'
郡
受
銀

･
高
受
銀

･
乗
馬
飼
料
の
111種
を
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
｡
藩
で
使
用
す
る
諸
物
品
は
本
来
現
物
納
で
あ
っ
た
が
'
各
品
目
に
つ
き
価
格
を
定
め
て
城
下
の
商
人
に
上
納
さ
せ
'
そ

の
請
負
代
銀
を
郡
受

･
高
受
銀
と
し
て
賦
課
し
た
も
の
で
'
乗
馬
飼
料
は
給
知
か
ら
上
納
し
て
い
た
家
中
乗
馬
の
飼
料
を
銀
納
化
し
た
も

の
で
あ
る
｡
｢三
品
銀
｣
は
元
禄

一
三
年

(
一
七
〇
〇
)
に
一
時
免
除
さ
れ
た
が
'
享
保
三

二
七
一
八
)
年
に
再
開
し
た
｡
｢鷹
餌
五
勺
米
｣

は
享
保
二
年
に
始
ま
り
'
そ
れ
ま
で
現
物
納
で
あ
っ
た
鷹
餌
の
雀
を
田
畑
高

1
石
に
つ
き
米
五
勺
を
納
付
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
｡

夫
役
関
係
で
は

｢竹
木
持
出
夫
銭
｣
と

｢修
理
米
大
豆
｣
が
あ
る
｡
｢竹
木
持
出
夫
銭
｣
は
'
洋
用
の
竹
木
を
公
役
を
以
て
運
搬
さ
せ

て
い
た
が
'
農
業
の
弊
害
と
な
る
た
め
夫
銭
を
代
納
さ
せ
た
｡
収
納
銀
額
は
一
〇
貫
八
〇
〇
日
余
で
あ
る
｡
｢修
復
米
大
豆
｣
は
'
高

一

石
に
つ
き
五
厘
の
税
率
で
既
課
さ
れ
'
郡
村
の
川
除
け
､
井
堰
橋
溝
な
ど
の
修
復
費
'
人
足
の
扶
持
料
の
支
払
い
に
当
て
ら
れ
た
｡

高
掛
物
は
'
｢
口
米
ロ
永
｣
と

｢切
扶
先
約

･
小
便
詰
夫
給
米
｣
が
あ
る
｡
｢
口
米
ロ
永
｣
は
正
米
大
豆

一
石
に
つ
き
口
米
大
豆
三
升
と

L
t
銀
納
で
は
永

一
貫
目
に
付
き
口
永
三
〇
文
で
あ
っ
た
｡
本
来
の
用
途
は
代
官
の
棒
銀
に
あ
て
る
財
源
で
あ
っ
た
が
'
享
保
の
末
年
よ

り
代
官
の
所
轄

1
万
石
以
上
は
米
五
〇
俵
'
1
万
石
以
下
は
そ
の
比
率
を
も
っ
て
蔵
米
を
給
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
'
口
米

･
口
大

豆

･
口
永
は
そ
の
ま
ま
藩
の
財
源
と
な
っ
た
｡
｢切
扶
先
約

･
小
便
詰
夫
給
米
｣
は
'
郡
代
所
管
ご
と
に
各
三
人
づ
つ
三
〇
人
の
郡
代
手

代
を
郡
抱
え
と
称
し
て
'
そ
の
給
扶
持
を
郡
村
よ
り
支
給
す
る
も
の
で
'
一
人
大
石
三
人
扶
持
で
あ
っ
た
｡
一
人
扶
持
は
米
五
俵
に
し
て

1
石
七
斗
に
あ
た
り
'
こ
れ
を

一
人

1
年
の
食
料
と
す
る
の
で
大
石
三
人
扶
持
は

二

石
六
斗
に
当
た
る
｡
ま
た
､
各
郡
役
所
に
は
詰
夫

一
人

･
小
便

一
人
を
置
き
'
領
内
の
総
員
二
〇
人
で
あ
っ
た
｡

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)
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以
上
の
経
過
は
'
百
姓
の
現
物
納
や
実
労
働
部
分
を
米

･
大
豆
や
銀
で
の
代
納
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡
百
姓
の
本
年
貢
以
外
の
負
担

を
軽
減
し
て

｢成
立
｣
を
は
か
る
と
い
う
論
理
を
う
ま
く
代
納
化
に
結
び
付
け
る
こ
と
で
'
諸
上
納
物
の
準
貢
祖
化
を
進
め
'
実
質
的
な

年
貢
増
徴
を
実
現
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
｡
そ
の
中
で
'
元
禄

一
三
年
か
ら
1
八
年
間
は

｢三
品
銀
｣
が
l
時
免
除
さ
れ
る
な
ど
'
益

軒
の
諌
言
に
示
さ
れ
た

｢御
救
｣
の
実
現
を

一
部
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
次
第
に
小
物
成
が
復
活

･
定
着
す
る
時
期
が
享
保
期
で
あ

る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
｡

享
保

1
七
年

(
一
七
三
二
)
の
飢
健
は
百
年
以
来
の
大
飢
健
と
い
わ
れ
'
福
岡
藩
で
も

1
七
年
は
高
四
二
万
六
六
〇
〇
石
余
が

｢虫
付

腐
括
り
｣
で
損
毛
L
t
残
る
四
万
三
二
〇
〇
石
余
を
わ
ず
か
に
収
穫
し
た
だ
け
と
な
り
'
馬
二
二

三
疋
､
牛
二
〇
五
二
疋
が
病
死
'
餓

死

一
〇
〇
〇
人
'
飢
人
九
万
五
〇
〇
〇
人
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
春
麦
も
例
年
の
半
分
を
損
毛
し
た
た
め
'
｢国
民
相
救
侯
儀
'

手
こ
及
杜
侯
｣
と
幕
府
に
窮
状
を
訴
え
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
幕
府
か
ら

｢御
救
｣
と
し
て
大
坂
よ
り
廻
米
二
万
六
二
七
石
余
が
送
ら
れ
た

が
'
こ
れ
は
飢
人
総
数
の

｢三
歩
通
り
之
救
｣
に
充
て
ら
れ
た
と
い
う
｡
福
岡
で
の
去
秋
の
蔵
人
分
は
三
〇
〇
〇
石
程
と
L
t
残
り
は

｢種
籾
｣
と

｢救
｣
に
割
-
当
て
ら
れ
た
｡
そ
の
内
訳
は
'
｢在
々
滑
々
町
々
｣
の

｢至
極
貧
窮
之
飢
人
｣
に
'
今
年
の
麦
作
が
で
き
る
ま

で
の

｢政
｣
と
し
て
米
五
万
三
〇
〇
〇
石
'
｢家
中
諸
士
｣
は
物
成
が
皆
無
で
あ
っ
た
た
め
に
'
当
秋
ま
で
の

｢扶
助
｣
と
し
て
米
六
万

(40
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石
'
｢江
戸
屋
敷
｣
の
諸
士
へ
は
同
じ
く
米
三
〇
〇
〇
石
'
都
合

二
二
万
六
〇
〇
〇
石
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

享
保

一
九
年
'
飢
倭
の
反
省
か
ら
凶
荒
の
備
え
と
し
て

｢用
心
除
鉄
｣
の
威
課
が
始
ま
る
｡
郡
村
は
田
反
別

一
反
に
付
き
米
三
合
と
決

め
'
畑
は
免
除
さ
れ
た

(た
だ
し
'
全
村
畑
地
の
場
合
は
1
反
に
つ
き
大
豆
三
合
)O
総
額
二
六
〇
九
俵
で
あ
る
O
｢用
心
除
銀
｣
は
先
に
述
べ

た
代
納
化
の
流
れ
の
中
に
位
置
す
る
点
で

｢成
立
｣
の
論
理
に
基
づ
-
も
の
で
あ
っ
て
も
'
本
来
領
主
の
社
会
的
責
務
と
し
て
行
わ
れ
る

｢御
救
｣
を
貢
租
化
し
'
そ
の
財
源
を
百
姓
の
負
担
と
し
た
点
で

｢御
救
｣
構
造
を
大
き
-
変
更
し
た
制
度
と
い
え
る
.
享
保
の
飢
鐘
は

｢御
政
｣
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
｡



福
岡
藩
で
は
明
和
年
間
に

｢用
心
除
鉄
｣
を
含
む
以
上
一
〇
種
の
小
物
成

･
高
掛
物
を
あ
わ
せ
て
'
正
租
に
対
す
る
附
加
税

(｢諸
上
納
｣)

と
し
て
一
括
納
入
と
な
っ
て
固
定
化
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
鶏
卵
仕
組

二
七
四
三
辛
)'
紙
仕
組

二
七
四
五
年
)'
櫨
仕
組

二
七
九
六
年
)'

牧
仕
粗

(
一
七
九
九
年
)'
国
産
仕
組

二
八
二
六
年
)
と
い
っ
た
仕
組
制
度
を
設
け
る
こ
と
で
'
村
内
で
の
商
品
作
物
を
奨
励
し
て
運
上
級

を
か
け
'
財
源
確
保
を
め
ざ
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
年
貢
の
上
納
を
百
姓
の
本
質
的
役
割
と
し
た
農
政
か
ら
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
｡

他
方
'
四
代
藩
主
綱
政
の
襲
封
直
後
の
元
禄
二
年

二
六
八
九
)
か
ら
孝
子
褒
賞
政
策
を
始
め
'
社
会
福
祉
へ
の
自
覚
を
高
め
る
な
ど
し

て
き
た
が
'
明
和
七
年

二
七
七
〇
)
に
は

｢用
心
除
銀
｣
に
か
わ
る

｢村
政
｣
制
を
設
け
て
い
る
｡
享
保
飢
鰭
後
の

｢御
政
｣
は
'
民

間
の
富
裕
者
の
自
発
性
や
村
の
救
済
機
能
に
賓
任
転
化
す
る
こ
と
で
質
的
に
も
転
換
を
遂
げ
て
い
っ
た
｡

2

町

人

政

策

福
岡
藩
は
入
部
当
初
か
ら
福
岡

･
博
多
両
市
の
地
租
を
免
除
す
る
城
下
町
振
興
政
策
を
と
っ
た
｡
両
市
に
隣
接
し
た
空
地
の
宅
地
化
が

(41
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進
む
と
そ
こ
に
地
税
が
か
け
ら
れ
た
が
'
天
保
年
間
で
も
わ
ず
か
五
貰
三
四
五
匁
六
分
に
す
ぎ
な
い
｡

こ
れ
以
外
に
は
'
当
用
銀

(｢御

当
用
銀
｣
｢御
用
銀
｣)
と
い
う
藩
の
調
達
金
が
あ
っ
た
｡
年
賦
に
よ
る
元
利
返
済
で
あ
っ
た
が
'
相
次
ぐ
借
銀
の
調
達
で
は
実
質
的
に
ど
れ

ほ
ど
返
済
が
あ
っ
た
か
疑
わ
し
い
｡
し
か
し
'
あ
-
ま
で
も
借
銀
の
体
裁
を
と
る
以
上
は
返
済
を
前
提
と
し
て
お
り
'
元
禄

一
六
年

二

七
〇
三
)
の
博
多
出
火
の
際
に
は
当
用
銀
の
元
利
が
残
ら
ず

一
括
慣
還
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
｡
権
力
の
側
と
し
て
は
'
当
用
銀

(倍
銀
)

か
ら
運
上
銀

(税
銀
)
へ
と
財
源
確
保
の
体
系
を
シ
フ
ト
し
た
い
の
は
自
然
の
成
り
ゆ
き
で
あ
る
が
'
町
人
の
側
か
ら
は
何
と
し
て
も
避

け
た
い
事
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
益
軒
の
諌
言
録
第
三
条
に
は

｢今
程
町
中
は
運
上
可
被
召
上
か
と
気
迫
騒
動
仕
'
神
仏
に
所
持
な

と
仕
者
も
虚
々
に
御
座
候
｣
と
あ
-
'
運
上
銀
を
逃
れ
た
い
と
す
る
町
人
側
の
心
情
を
伝
え
'
洋
の
運
上
銀
政
朱
の
実
施
に
否
定
的
意
見

を
述
べ
て
い
る
｡

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

九

〇

(
42
)

福
岡
薄
の
運
上
銀
体
系
の
成
立
に
つ
い
て
は
,
藤
本
陸
士
氏
の
研
究

を

援
用
し
な
が
ら
概
観
し
た
い
｡
r福
岡
藩
民
政
誌
略
巧

に
よ
れ

ば
'
慶
長

･
元
和
頃
に
五
三
貫
四
三
四
匁
の

｢店
運
上
｣
と
'
そ
の
他
の
商
税
銀
五
三
貫
四
三
四
匁
を
納
入
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

個
別
の
商
業
税
で
は
'
慶
安
二
年

(
I
六
四
九
)
の
酒
税

(酒
材
米
-
石
に
銀
一
匁
五
分
'
元
禄
七
年
に
売
値
の
三
分
の
1
税
)
が
早
い
.
運
上

銀
で
は
'
寛
文
四
年

(
一
六
六
四
)
に
博
多
津
内
の
振
充
に
'
同

一
三
年
に
は
店
完
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
が
早
い
｡
し
か
し
'
寛
文
六
年

か
ら
延
宝
六
年
に
い
た
る

一
二
～
三
年
間
は
'
問
屋
仲
間
が
御
免
株
の
形
式
を
取
り
始
め
る
が
'
藩
の
商
業
統
制
が
領
国
統
制
に
主
眼
を

置
-
た
め
'
運
上
銀
の
規
定
は
見
ら
れ
な
い
段
階
に
あ
っ
た
｡
運
上
銀
の
組
織
化
は
貞
享
二
年

二
六
八
五
)
に
な
っ
て
か
ら
で
'
運
上

銀
取
立
役
人
二
名
が
任
命
さ
れ
て
い
る
｡
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
は
'
仲
間
的
な
問
屋
層
と
運
上
銀
の
結
合
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
が
'
本
格
的
な
運
上
銀
の
徴
収
は
享
保
の
飢
鰭
後
ま
で
ま
つ
こ
と
に
な
る
o

す
な
わ
ち
享
保

1
九
年

二
七
三
四
)
を
画
期
と
し
て
'
従
来
個
別
的
に
行
わ
れ
た
運
上
銀
徴
収
は
体
系
化
に
傾
き
'
商
品
流
通
の
末

葉
ま
で
掌
握
す
る
下
部
組
織
の
強
化
と
い
う
形
で
同
年

一
二
月
に
具
体
化
す
る
｡
投
受
銀
額
の
減
少
を
阻
止
す
る
た
め
'
年
寄

･
組
頭
そ

の
外
の
者
で
も
取
立
能
力
を
も
つ
商
人

一
五
人
を
組
み
込
ん
で
末
端
機
構
を
さ
ら
に
強
化
し
た
｡
元
文
三
年

二

七
三
八
)
七
月
に
は

｢年
行
司
受
持
諸
切
銭
算
用
仕
方
究
申
事
J
t
さ
ら
に
同
月
に
は

r諸
運
上
銀
右
同
断
之
事
｣
と
い
っ
た
上
納
皆
済
の
た
め
の
精
密
な
取
立

細
目
が
整
備
さ
れ
'
同
年

一
二
月
に
は
運
上
銀
の
取
立
が
下
支
配
人
申
請
持
に
よ
る

1
年
交
代
制
が
導
入
さ
れ
た
｡
こ
う
し
た
運
上
銀
徴

収
機
構
の
整
備
'
役
人
的
統
制
の
強
化
を
経
て
'
元
文
四
年
に
は
博
多
津
中
銀

(当
用
銀
)
が
廃
止
さ
れ
'

1
定
の
収
入
源
と
し
て
の
運

上
銀
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
ゆ
-
｡
元
文
五
年
四
月
'
藩
は
福
岡
市
中

･
博
多
津
中
に
あ
て
諸
運
上
銀
合
計
二
〇
〇
貫
目

･
碓
運
上
銀
五
〇

貫
目
の
徴
収
を
命
じ
た
が
'
こ
れ
は
藩
財
政
が
要
求
す
る
額
か
ら
算
出
さ
れ
た

一
方
的
決
定
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
運
上
銀
徴
収
体
系
は

箪
固
で
は
な
く
'

一
般
町
人
を
下
部
組
織
と
し
て
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
脆
弱
性
を
も
っ
て
い
た
｡
そ
こ
で
'
藩
は
同
年
五
月
十
日

に

r運
上
之
法
出
侯
以
後
之
甲
乙
風
説
書
付
｣
を
津
中
か
ら
提
出
さ
せ
て
民
意
を
把
捉
L
t
同
年
閏
七
月
に
一
般
店
舗
商
業
の
運
上
規
定



と
'
問
屋
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
移
出
入
商
品
統
制
に
関
わ
る
運
上
規
定
を
出
し
'
商
経
営
の
内
実
に
立
脚
し
た
妥
当
な
運
上
銀
徴
収
体

系
を
規
定
す
る
に
到
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
寛
文

･
延
宝
期
に
運
上
銀
徴
収
は
政
策
上
に
取
-
上
げ
ら
れ
る
が
'
本
格
的
な
運
上
銀
徴
収
は
享
保

1
七
年
飢
健
以
後
'

1
九
年
か
ら
組
織
化
さ
れ
'
元
文
五
年

(
1
七
四
〇
)
年
に
運
上
銀
体
系
の
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
享
保

1
九
年

1
1
月

1

五
日
に
は
'
町
人
に
も
百
姓
同
様
に

｢用
心
除
鉄
｣
が
命
じ
ら
れ
'
｢天
災
｣
(大
な
る
火
災
･
早
･
風
雨
)
の
備
え
と
し
て
'
両
市
中
に
都

(44
)

合
銀
二
貫
目
が
掛
け
ら
れ
'
小
間

一
間
ご
と
に
毎
月
両
行
司
よ
-
取
立
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
｡こ
れ
も
'
｢御
救
｣
の
貢
租
化
で
あ
-
'

町
人
政
策
に
お
け
る
享
保
の
飢
鰭
の
位
置
が
再
確
認
さ
れ
よ
う
｡

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
延
宝
七
年

(
〓
ハ七
九
)
の
益
軒
の
献
策
は
'
諸
士
へ
の
上
米
'
百
姓
へ
の
小
物
成
'
町
人

へ
の
運
上
銀
と
い
っ
た
'
諸
種
の
増
税
策
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
何
よ
り
も
増
税
策
が

｢諸
人
の
迷
惑
｣
に
及
び
'
ひ
い

て
は
そ
れ
が

｢飢
え
｣
-

人
の
生
命
危
機
I

へ
と
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
｡
実
際
の
藩
政
の
展
開
は
'
家
中
対
策
で
は
上
米
実
施
の

代
替
案
と
し
て
示
さ
れ
た
様
高
利

･
藩
札
の
導
入
を
経
な
が
ら
恒
常
的
な
上
米
実
施
に
及
ぶ
が
'
そ
の
過
程
は
常
に

｢御
政
｣
が
意
識
さ

れ
て
の
展
開
で
あ
っ
た
点
を
確
認
し
た
｡
し
か
も
'
三
度
の
改
廃
を
繰
り
返
し
た
雄
高
利
は
享
保
の
飢
鰭
後
に
定
着
L
t
家
中
財
政
と
大

名
財
政
の
1
体
化
が
図
ら
れ
た
｡
百
姓
へ
の
小
物
戊
の
増
加
は

｢成
立
｣
の
論
理
に
基
づ
い
て
現
物
約

･
実
労
働
の
代
納
化
の
方
向
で
進

捗
L
t
そ
の
強
化
の
方
向
は
享
保
期
初
年
よ
り
見
ら
れ
た
が
'
享
保
の
飢
鰭
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
固
定
化

･
体
系
化
へ
と
傾
い
て
い

る
｡
町
人
の
運
上
銀
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
｡
特
に
享
保
飢
鰻
後
に
制
度
化
さ
れ
た

｢用
心
除
銀
｣
は

｢御
故
｣
を
貢
租
化
す
る
こ
と
に

な
っ
た
｡
寛
永
飢
鰻
後
に
展
開
し
た

｢御
政
｣
主
義
政
策
は
'
享
保
飢
鐘
を
経
て
領
主
の
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
変
更
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

買i■



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

あ

わ

り

に

福
岡
薄
で
は
'
参
勤
交
代

･
長
崎
警
備
に
伴
う
財
政
悪
化
'
中
央
文
化
と
の
交
流
に
よ
る
地
方
文
化
の
上
昇

･
武
士
の
生
活
文
化
の
向

上
等
に
よ
-
､
武
士
層
の
借
銀
が
恒
常
化
す
る
と
い
う
悪
循
環
の
構
造
に
陥
っ
て
い
た
｡
月
原
益
軒
は
延
宝
七
年

二

六
七
九
)
段
階
で

は
上
米
を
や
め
て
倹
約
を
す
れ
ば
借
銀
も
な
-
な
る
と
考
え
て
い
た
が
'
元
禄
期
に
は
彼
の
予
想
に
大
き
-
反
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
武
士
層
全
般
の
財
政
難
を
解
決
す
る
た
め
の
財
源
確
保
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
必
須
の
政
治
課
題
で
あ
っ
た
が
'
江
戸
前
期
に

お
け
る
政
策
決
定
の
基
準
は
.｢御
救
｣
に
適
う
か
ど
う
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
-
'

｢御
救
｣
主
義
が
規
定
性
を
も
つ
政
策
基
調
の

も
と
で
の
財
政
再
建
が
め
ざ
さ
れ
た
｡
寛
永
飢
鍾
後
に
展
開
す
る

｢御
政
｣
は
'
万
民
の
生
命
維
持
を
限
界
条
件
に
'
都
市
政
策

･
勧
農

政
策

･
施
行
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
'
領
民
の

｢成
立
｣
を
最
終
日
標
と
す
る
近
世
領
主
の
社
会
的
責
務
で
あ
り
'
領
主
が

｢
不
便
｣
｢慈

悲
｣
｢憐
潤
｣
｢情
け
｣
と
い
っ
た
観
念
の
発
動
に
基
づ
い
て
領
民
を
救
う
社
会
行
為
で
あ
っ
た
た
め
に
'
幕
藩
領
主
制
の
安
定
的
支
配
を

可
能
と
し
た
の
で
あ
る
｡

社
会
は
常
に
新
た
な
現
実
社
会
を
構
成
す
る
新
た
な
要
素
を
生
み
出
し
'
当
該
期
に
あ
っ
て
は
挫
高
利

･
藩
札

･
上
米

･
小
物
成

･
運

上
銀
と
い
っ
た
封
建
制
維
持
の
た
め
の
制
度
が
創
出

･
改
編
さ
れ
'
そ
の
安
定
化
が
め
ざ
さ
れ
た
｡
い
わ
ば
身
分
制
社
会
の
原
則
の
上
に

新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
作
動
さ
せ
よ
う
し
た
の
だ
が
'
数
々
の
諸
政
策
は

｢御
救
｣
主
義
に
規
定
さ
れ
て
個
別
的

･
断
片
的
に
実
行
さ
れ
た

に
す
ぎ
ず
'
享
保
期
ま
で
は
流
動
的
に
推
移
し
て
い
た
｡
そ
れ
は
'

一
七
八
〇
年
代

(寛
文
･
延
宝
期
)
既
に
貝
原
益
軒
に
よ
っ
て
認
知

さ
れ
て
い
た
政
策
上
の
課
題
が
'
彼
の
献
策
と
は
逆
行
す
る
形
で
あ
れ
個
別
的
な
政
策
と
し
て
施
行
さ
れ
'
種
々
の
改
編
を
加
え
な
が
ら

も
'
享
保
の
飢
催
を
へ
て
'
1
七
四
〇
年

(元
文
五
)
に
1
つ
の
体
系
を
も
っ
た
藩
体
制
と
し
て
の
始
動
を
は
じ
め
た
こ
と
か
ら
明
ら
か



で
あ
る
｡
こ
れ
は
全
国
的
な
潮
流
で
も
あ
-
'
以
上
み
た
諸
政
策
を
主
た
る
構
成
要
素
と
し
て
'
そ
の
中
か
ら
何
が
ど
の
段
階
で
取
捨
選

択
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
藩
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
地
域
性
の
限
界
を
確
定
す
る
作
業
を
今
後
の

課
題
と
し
て
残
す
が
'
そ
う
し
た
仮
説
に
た
つ
な
ら
ば
'
寛
永
飢
鰭
後
､
寛
文

･
延
宝
期
か
ら
享
保

･
1冗
文
期
に
か
け
て
は

｢御
救
｣
主

義
を
基
調
と
し
な
が
ら
'
領
主
財
政
の
立
て
直
し
を
め
ざ
す
こ
と
を
政
治
課
題
と
し
た

一
つ
の
同
質
性
を
も
っ
た
時
期
と
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
｡

そ
の
過
程
で
萌
芽
し
っ
つ
あ
っ
た
諸
政
策
を

一
気
に
押
し
進
め
て
構
造
転
換
を
は
か
り
'
体
系
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
制
度
化
に
向

か
う
画
期
が
'
ま
さ
に
享
保
の
飢
健
で
あ
っ
た
点
は
い
ず
れ
の
諸
政
策
に
お
い
て
も
共
通
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
飢
健
の
打
撃
に

よ
っ
て
都
市

･
農
村
構
造
が
弱
体
化
し
た
結
果
'
強
い
政
治
力
の
行
使
が
可
能
と
な
り
'
幕
藩
領
主
は
寛
永
飢
櫨
後
に
模
索
し
た
諸
種
の

政
治
課
題
に
決
着
を
つ
け
'
新
た
な
政
治
課
題
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
な
か
で
は

｢御
政
｣
主
義
も
ま
た
修
正
を
余
儀
な

-
古
れ
る
.
｢御
救
｣
政
策
は
幕
末
ま
で
確
か
に
見
ら
れ
る
が
'
享
保
の
飢
健
後
の

｢御
救
｣
は
'
制
度
的
に
は
そ
の
財
源
を
貢
租
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
と
な
る
｡
領
主
の
観
念
の
発
動
と
し
て
の
本
来
の

｢御
政
｣
は
'
支
配
の
拠
点
で
あ
る
都

市

(城
下
町
)
内
部
の

｢飢
え
｣
段
階
で
の
緊
急
時
の
臨
時
的
な
故
地
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
-
｡
そ
の
過
程
を

｢御
政
｣
が
領
主
の
手
を
離

れ
て
い
っ
た
と
の
み
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
｡
｢御
救
｣
が
貢
租
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
-
'
｢御
政
｣
は
領
主
か
ら
施
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
'
領
民
の
負
担
の
代
償
と
し
て
領
主
に
支
払
を
要
求
す
る
権
利
の
正
当
性
を
強
め
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
｢用
心
除
銀
｣

は
実
際
に
は
藩
の
当
用
銀
に
流
用
さ
れ
た
た
め
形
骸
化
を
免
れ
ず
'
領
民
の
側
に
は
負
担
意
識
の
み
を
増
大
さ
せ
る
結
果
と
な
る
｡
領
主

の
手
か
ら
離
れ
た
の
は

｢御
政
｣
だ
け
で
は
な
-
'
民
心
も
ま
た
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

福
岡
藩
で
は
'
享
保
四
年

二
七
1
九
)
か
ら
不
作
が
続
い
て
お
-
'
享
保

一
七
年
の
飢
健
は
長
引
-
凶
作
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
｡

そ
の
間
の
享
保

1
二
年
六
月

1
日
に
出
さ
れ
た
諸
士
倹
約
令
の
第

1
五
条
に
は
'
｢然
は
'

1
旦
之
御
政
ハ
'
万

1
相
成
侯
而
も
､
姑
息

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

九
T]l
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(
45

)

の
仁
に
て
'
本
道
之
御
仁
政
と
ハ
不
被
申
侯
｣
と
あ
る

｡

｢

御
政
｣
主
義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
'
そ
の
場
限
り

の

｢御
救
｣
を

｢姑
息
の
仁
｣
と
位
置
づ
け
る
点
で
は
'
そ
れ
ま
で
の

｢御
政
｣
主
義
か
ら
の
転
換
を
官
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
福
岡

淳
で
倹
約
令
そ
の
他
の
法
令
に

｢仁
政
｣
が
明
言
さ
れ
る
の
は
こ
の
時
に
は
じ
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
以
後
の

｢御
救
｣
主
義
'
す
な
わ

ち
修
正

｢御
救
｣
主
義
は
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢御
救
｣
政
策
の
ゆ
ら
ぎ
を
理
念
的
に
補
強
す
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
の
見
通
し
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
が
'
享
保
期
の
前
と
後
で
は

｢御
救
｣
を
唆
別
し
て
考
え

る
必
要
を
強
調
し
て
お
き
た
い
｡

さ
て
'
江
戸
時
代
人
が

｢人
を
殺
す
｣
と
認
識
し
て
い
た
汲
判

(死
罪
)
･
戦
争

･
飢
僅

･
疫
病
｡
こ
の
四
つ
は
現
代
人
に
と
っ
て
も

大
き
な
課
題
と
し
て
の
重
み
を
保
ち
続
け
て
い
る
が
'
そ
れ
を
歴
史
に
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
高
み
に
置
き
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
｡
一
九
九
三
年
の
凶
作

･
不
作
は
今
の
日
本
の
経
済
力
か
ら
す
れ
ば
'
日
本
国
内
で
の
餓
死
者
を
出
す
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
｡
し
か
し
'
国
民
の
食
料
管
理
が
で
き
ず
に
諸
外
国
か
ら
米
の
緊
急
輸
入
に
踏
み
切
っ
た
点
に
つ
い
て
'
百
年
に
あ
る
か
な
い
か
の
不

作
に
対
し
て
政
府
の
管
理
費
任
は
追
求
さ
れ
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
｡
加
え
て
'
大
凶
作

(大
飢
賎
)
の
後
に
は
良
く
も
悪
-
も
大

き
な
構
造
転
換
が
迫
っ
て
く
る
と
い
う
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
'
わ
れ
わ
れ
に
何
事
か
を
語
り
か
け
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡



史
料
編

○
明
暦
二

･
二

･
四
日
付

｢筑
前
之
梯
子
申
上
候
事
｣

一
'
最
前
も
申
上
侯
'
当
年
筑
前
国
中
耕
作
毛
上
中
分
二
御
座
候
上
'
風
二
痛
少
々
損
毛
仕
候
処
ニ
'
先
年
御
定
之
土
免
二
弐
歩
三
歩
宛

上
候
御
免
相
被
仰
付
候
儀
'
鎌
田
左
兵
衛

･
伊
藤
半
兵
衛

･
櫛
橋
七
兵
衛
其
外
御
し
ま
つ
奉
行
衆
小
川
平
右
衛
門
殿

･
黒
田
三
左
衛
門
殿

御
相
談
二
而
御
座
候
'
其
上
大
分
損
シ
申
候
所
も
同
検
見
ハ
被
仰
付
候
へ
と
も
'
左
様
之
在
所
も
高
免
被
仰
付
に
て
'
当
年
者
例
年

占
年

貢
御
催
促
穆
敷
被
仰
付
侯
こ
付
'
百
性
痛
申
候
こ
付
而
'
此
段
郡
代
衆
代
官
衆
迷
惑
こ
被
布
侯
へ
と
も
'
御
為
之
儀
こ
御
座
候
へ
ハ
'
無

是
非
被
布
候
へ
共
'
飴
-
こ
百
姓
迷
惑
こ
及
申
侯
こ
付
'
其
段
郡
代
衆

古
被
得
御
意
侯
へ
共
'
御
合
点
不
披
成
こ
付
'
国
中
百
姓
他
国
へ

線
引
に
-

十
月
中
旬

占
二
今
大
分
走
-
申
侯
'
走
-
申
候
儀
郡
代
衆
代
官
衆
御
存
知
二
両
訴
訟
之
為
こ
走
加
被
申
侯
と
申
候
'
走
り
申

候
儀
大
分
の
儀
こ
而
御
座
候
間
'
豊
後
肥
前
筑
後
へ
大
勢
走
り
参
候
条
'
走
り
百
姓
手
形
無
御
座
候
へ
ハ
召
置
不
申
慎
二
付
'
其
懸
り
々
々

の
庄
屋
な
と
手
形
を
取
候
て
走
申
候
'
百
性
走
-
申
候
而
今
程
御
年
貢
御
催
促
も
左
様
こ
無
御
座
'
倍
米
な
と
被
仰
付
'
万
事
ゆ
ふ
め
い

こ
成
申
侯
'
ニ
今
大
分
走
-
申
'
近
国
こ
御
し
お
き
悪
敷
国
中
さ
わ
か
し
-
御
座
候
こ
付
'
右
衛
門
佐
様
御
機
嫌
窓
敷
御
座
候
而
'
御
し

ま
つ
奉
行
衆
越
皮
こ
被
成
申
侯
由
こ
御
座
候

(後
略
)

○
明
暦
二

･
二

一
･
二
六
日
付

｢同
前
｣

1
㌧
博
多

･
福
岡
町
中
草
臥
侯
由
被
為
成
御
聞
､
十

1
月
十

1
日
古
諸
公
役
御
ゆ
る
し
被
成
候
串

○
明
暦
三

･
八

･
二
〇
廿
日
付

｢同
前
｣

一
'
去
年
御
所
務
方
万
事
御
し
ま
つ
方
を
鎌
田
左
兵
衛
被
仕
'
御
所
務
方
鎗
り
高
免
二
而
つ
よ
く
御
催
促
御
座
慎
二
付
而
'
百
性
大
分
走

り
申
慎
二
付
而
'
左
兵
衛
方
少
々
御
前
悪
敷
侯
へ
共
'
其
段
早
々
披
召
置
'
弥
出
頭
こ
て
当
年
も
御
所
務
方
之
儀
万
事
左
兵
衛
披
仕
候
と

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

皇
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突

申
侯
'
右
之
様
子
こ
而
去
年
百
性
走
-
申
侯
跡
こ
大
分
之
借
米
被
成
侯
'
当
年
先
当
年
貢
Ac前
こ
去
年
之
御
倍
米
を
借
米
仕
侯
百
姓
も
借

米
不
仕
百
姓
も
'
人
別
こ
懸
侯
て
御
取
披
成
侯
等
こ
而
御
座
候
事

〇
万
治
元

･
閏

一
二

･
二
二
日
付

｢同
前
｣

一
'
今
月
上
旬
こ
箱
崎
町
又
ハ
在
郷
こ
さ
し
火
御
座
候
こ
付
'
今
程
在
々
村
毎
こ
重
々
火
用
心
番
所
を
仕
'
夜
廻
り
仕
候
へ
と
被
仰
付
候

(中
略
)
当
年
者
在
々
損
毛
こ
付
'
諸
人
草
臥
申
'
在
々
ハ
盗
人
お
い
は
ぎ
な
と
御
座
候
由
二
而
'

一
ハ
用
心
理
数
可
被
仰
付
と
の
儀
と

申
候
'
筑
前
国
中
二
而
御
所
務
去
年
に
こ
ハ
現
米
六
万
石
之
御
不
足
こ
而
御
座
候
と
申
候
'
右
者
切
々
申
上
こ
と
-
'
筑
前
在
々
御
所
務

方
御
免
相
御
世
聞

古
は
や
く
被
仰
付
'
十
月
十

1
日
切
二
理
数
御
催
促
被
仰
付
候
て
'
有
性
諸
道
具
こ
至
迄
代
物
こ
御
取
セ
'
早
々
皆
済

分
二
枚
仰
付
侯
'
未
進
な
と
ハ
少
茂
無
御
座
候
'
左
様
こ
御
座
候
者
'
た
お
し
申
百
姓
ハ
其
分
こ
被
成
'
た
お
し
不
申
侯
百
姓
ハ
御
救
こ

代
物
御
請
申
侯
'
十
月
廿
日
切
之
年
も
御
座
候
'
又
十

1
月
十
日
十
五
日
切
之
年
も
御
座
候
'
そ
れ
占
永
-
ハ
毎
年
御
延
不
成
侯
事

〇
万
治
二

二
ハ
･
一
〇
日
付

｢同
前
｣

一
'
筑
前
在
郷
所
々
古
当
年
き

､
ん
故
'
百
姓
飢
及
申
所
者
'
在
々
.C種
々
御
訴
訟
申
'
御
吟
味
之
上
'
多
分
銀
子
御
米
な
と
御
借
被
成

侯
'
ニ
今
村
々
古
訴
訟
申
上
候
事

〇
万
治
二

･
八

二
一〇
日
付

｢同
前
｣

一
'
最
前
も
申
上
候
こ
と
-
'
当
夏
は
米
高
直
二
御
座
候
而
'
福
岡
博
多
町
人
脇
々
の
者
共
'
飢
こ
の
そ
ミ
申
鉢
二
御
座
候
'
六
月
下
旬

古
御
米
壱
俵
こ
付
而
'
銀
弐
拾
弐
匁
五
分
な
と
仕
侯
儀
も
御
座
候
'
其
段
被
聞
召
付
侯
而
'
町
人
共
不
便
之
儀
と
被

仰
'
其
時
分
御
自

身
之
御
蔵
米
を

1
粒
も
他
国
へ
御
出
シ
不
被
為
成
'
直
段
を
壱
俵
こ
付
而
'
銀
拾
八
匁
こ
御
下
ケ
被
成
'
家
中
脇
々
之
米
を
拾
八
匁
こ
売

申
様
こ
被
仰
付
候
へ
ハ
'
町
人
二
分
限
之
者
共
又
者
米
屋
共
米
み
せ
を
引
申
候
二
付
諸
事
迷
惑
任
侠
処
二
㌧
米
屋
共
重
而
米
売
買
を
任
せ

ま
し
き
と
被
仰
'
其
外
分
限
之
者
共
こ
も
今
度
米
を
出
し
候
而
'
銀
拾
八
匁
之
直
段
こ
う
り
不
申
侯
者
重
而
米
之
う
り
か
い
仕
侯
者
迷
惑



こ
可
被
仰
付
と
御
鱗
御
座
候
而
'
其
後
御
定
之
直
段
こ
米
を
出
し
売
申
侯
'
其
上
御
老
中
御
大
名
方
御
知
行
高
壱
万
石
こ
米
千
俵
宛
御
出

し
御
定
之
直
段
こ
御
う
り
被
成
候
様
二
被
仰
付
侯
而
'
小
川
平
右
衛
門
殿

･
黒
田
三
左
衛
門
殿

･
大
昔
彦
左
衛
門
殿
跡
目
其
外
何
茂
御
老

中
御
大
名
方
.C高
二
古
米
御
所
持
之
御
方

古
御
う
り
被
成
､
其
上
北
国
吉
節
々
米
参
侯
而
町
人
百
性
迄
こ
く
つ
ろ
き
申
候
'
右
之
様
こ
国

中
民
巳
下
を
御
不
便
二
枚
思
召
侯
二
付
而

'
国
中
之
町
人
百
姓
巳
下
悦
申
上
侯
へ
取
分
御
出
頭
人
今
ほ
ど
御
家
老
分
二
而
御
座
候
黒
田
平

左
衛
門
殿
御
分
別
御
し
お
き
方
結
構
と
取
沙
汰
仕
申
候
事

〇
万
治
二

･
八

二
一〇
日
付

｢同
前
｣

一
'
当
年
ハ
何
国
共
こ
満
作
二
而
'
筑
前
も
近
年
無
御
座
程
之
満
作
こ
而
御
座
候
処
こ
'
右
衛
門
佐
様
被
仰
侯
ハ
'
当
年
作
毛
能
御
座
候
'

上
二
而
兄
へ
懸
之
免
相
之
上
を
以
'
国
中
免
相
を
三
歩
御
赦
免
可
被
成
候
間
'
六
人
之
免
奉
行
御
郡
代
郡
奉
行
御
代
官
吟
味
仕
'
免
相
お

ろ
し
可
申
と
の
御
意
二
而
御
吟
味
之
上
'
在
々
村
々
免
相
済
申
侯
'
去
免
二
上
り
申
候
村
も
御
座
候
者
'
免
高
免
之
所
ハ
下
り
申
在
所
も

御
座
候
'
去
作
損
毛
仕
候
間
'
百
姓
草
臥
申
侯
由
二
而
'
御
赦
免
被
為
成
候
'
是
以
近
国
に
も
無
御
座
事
と
取
沙
汰
仕
申
候
t
か
梯
こ
御

赦
免
之
儀
'
小
川
平
石
衛
門
殿
者
御
合
点
無
御
座
候
由
申
侯
'平
右
衛
門
殿
御
知
行
所
斗
'
当
年
満
作
こ
而
御
座
候
間
'
例
年
之
可
然
毛

上
之
時
之
上
三
歩
免
相
上
り
申
侯
'
博
多
福
岡
町
人
近
年
革
臥
申
候
ハ
平
右
衛
門
殿
御
分
別
こ
て
草
臥
申
候
由
取
沙
汰
仕
申
候

〇
万
治
二

･
二

1
･
1
10
日
付

｢同
前
｣

一
'
小
川
平
右
衛
門
殿
此
中
御
所
務
方
御
自
身
御
知
行
之
分
御
国
中
共
こ
御
い
と
ひ
無
御
座
候
段
被
聞
召
付
侯
而
'
御
前
向
如
何
こ
御
座

候
処
二
'
其
後
平
右
衛
門
殿
御
知
行
方
古
未
進
等
御
す
て
被
成
'
当
免
相
之
内
を
も
御
赦
免
候
'
万
端
今
程
御
前
向
結
構
こ
御
座
候
串

〇
万
治
三

二

二
一五
日
付

｢同
前
｣

1
.
筑
前
国
吉
先
年
右
衛
門
様
江
戸
へ
被
成
御
座
候
時
分
'
小
川
平
右
衛
門
殿
御
し
お
き
こ
付
'
在
々
百
姓
迷
惑
仕
'
大
分
之
百
姓
走
-
'

其
後
大
略
帰
参
仕
候
へ
共
､
ニ
今
帰
参
不
仕
官
姓
去
々
年
･｡
之
走
-
百
姓
近
国
へ
尋
二
枚
迫
'
帰
中
桟
こ
御
才
覚
可
披
戊
と
の
儀
二
両
'

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

九
七
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方
々
尋
こ
参
申
候

〇
万
治
三

･
十

二
一九
日
付

｢同
前
｣

一ノ'
右
衛
門
佐
様
御
上
-
前
こ
御
老
中
へ
被
仰
付
候
ハ
'
在
々
当
年
之
田
方
立
毛
申
分
こ
御
座
候
'
畠
方
ハ
何
作
二
両
も
能
御
座
候
'
乍

去
上
方
世
間
米
高
直
こ
御
座
候
間
'
免
相
な
と
高
免
之
儀
ハ
不
入
内
二
而
御
座
候
t
か
様
之
時
百
姓
を
い
と
ひ
申
侯
へ
ハ
'
民
等
つ
の
り

(マ
マ
)

申
物
こ
而
御
座
候
と
被
仰
候

二

間

'
免
相
な
と
も
従
例
年
下
り
申
候
由
二
御
座
候
'
当
年
も
年
貢
等
今
月
廿
日
切
二
皆
済
仕
侯
等
こ
而
御

座
候
'
乍
去
所
ニ
･c
l-今
皆
済
不
仕
候
在
々
も
御
座
候
由
申
侯
'
当
年
ハ
筑
前
之
百
姓
ハ
弥
つ
の
り
申
侯
様
こ
相
見
へ
申
侯
事

1
'
当
年
ハ
米
高
直
二
御
座
候
二
付
而
'
福
岡
博
多
其
外
宿
町
話
し
や
う
ば
い
人
草
臥
可
申
侯
'
所
こ
古
御
吟
味
之
上
'
御
米
を
御
借
可

被
戊
と
し
つ
け
ん
衆
道
三
左
衛
門
殿
被
仰
候
由
申
候
'
町
人
等
も
所
こ
ぶ
訴
訟
可
申
上
と
相
談
仕
候
由
申
侯
事

〇
万
治
四

･
五

二
一七
日

｢同
前
｣

一
'
今
度
御
下
向
以
後
四
月
中
旬
福
岡
若
党
式
'
五
六
人
酒
道
万
端
之
儀
二
両
む
さ
と
仕
た
る
喧
嘩
仕
出
シ
'
大
分
之
科
こ
て
御
座
候
者

も
指
を
両
手
二
両
四
ツ
御
き
-
'
大
形
之
と
が
の
者
ハ
其
俵
こ
而
国
を
御
払
被
成
侯
､
蒐
角
人
を
御
こ
ろ
し
被
成
儀
大
分
之
科
之
者
も
御

き
ら
い
被
成
候
と
申
候
事

○
寛
文
元

･
九

･
二
五
日

｢同
前
｣

一
㌧
右
衛
門
佐
棟
御
し
お
き
今
程
少
々
之
科
人
御
こ
ろ
し
被
成
侯
儀
'
殊
外
御
き
ら
い
こ
被
為
成
侯
'
去
年
中
之
と
か
人
当
年
之
科
人
大

分
四
拾
人
余
龍
舎
仕
候
者
御
座
候
を
'
御
こ
ろ
し
被
成
筈
之
も
の
迄
に
て
御
座
候
を
能
々
吟
味
仕
候
へ
と
被
仰
'
三
拾
人
二
成
申
候
を
'

将
又
吟
味
仕
侯
へ
と
の
儀
こ
而
廿
五
人
こ
罷
成
侯
を
'
将
又
御
吟
味
之
上
こ
拾
五
人
こ
罷
成
候
時
ニ
'
御
自
身
御
吟
味
之
儀
こ
て
六
人
こ

罷
成
候
而
六
人
御
こ
ろ
し
被
成
候
'
是
ハ
閏
八
月
廿
三
日
之
儀
二
御
座
候
'
今
程
ハ
少
科
之
も
の
を
御
ち
う
は
つ
被
為
成
候
儀
'
江
戸
古

之
御
き
ら
い
の
儀
之
由
申
候
事



○
寛
文
元

･
一
一
二
一五
日

｢同
前
｣

1
'
筑
前
国
中
当
年
作
毛
郡
こ
.台村
こ
ぶ
大
日
故
根
付
等
お
そ
く
仕
付
候
所
'
付
荒
候
て
田
損
之
所
検
見
衆
郡
奉
行
其
上
二
郡
代
衆
御
上

見
二
懸
り
候
て
'
土
免
之
内
さ
が
り
申
所
も
御
座
候
へ
共
'
伊
藤
半
兵
衛
殿
分
別
こ
て
御
倍
銀
方
へ
御
納
所
大
分
こ
御
座
候
に
て
､
国
中

二
壱
歩
御
上
ケ
被
成
御
催
促
こ
て
御
座
候
'
惣
而
筑
前
国
中
皆
々
□
例

古
土
免
こ
走
り
居
申
候
'
伊
藤
半
兵
衛
殿
御
分
別
こ
て
在
々
迷
惑

仕
侯
由
こ
て
御
座
候
'
就
夫
今
程
御
老
中
も
半
兵
衛
殿
之
し
お
き
悪
敷
御
座
候
由
こ
て
可
然
不
被
思
召
候
由
に
御
座
候
と
申
侯
'

1
㌧
侍
衆
こ
馬
廻
-
大
小
性
衆
之
内
に
も
大
分
之
御
借
銀
を
仕
'
御
納
所
柾
成
衆
之
内
可
然
御
奉
公
人
と
被
思
召
候
衆
こ
ハ
御
合
力
米
を

被
遣
'
御
借
銀
な
と
も
御
ふ
ち
に
て
被
召
仕
候
衆
も
御
座
候
'
御
吟
味
之
上
こ
て
御
用
こ
不
立
仁
と
被
思
召
'
其
外
此
中
御
奉
公
振
万
事

二
付
首
尾
悪
敷
儀
な
と
も
御
座
候
衆
拾
人
余
知
行
百
石
二
四
人
扶
持
宛
被
迫
'
嶋
番
又
ハ
境
目
之
定
番
な
と
こ
披
迫
快
事

○
寛
文
二

二

二

･
一
三
日

｢同
前
｣

一
'
筑
前
国
中
当
年
作
毛
大
形
に
て
御
座
候
'
此
段
最
前
も
申
上
侯
'
免
相
之
俵
去
年
こ
ハ
国
中
な
ら
し
の
御
算
用
こ
ハ
壱
歩
余
上
-
申

侯
由
こ
御
座
候
'
尤
所
こ
占
去
年
こ
ハ
免
相
下
り
申
候
所
も
御
座
候
へ
共
'
国
中
御
領
分
之
な
ら
し
の
算
用
こ
而
御
座
候
由
申
侯
へ
弥
右

の
こ
と
く
'
国
中
六
人
之
免
相
奉
行
二
而
御
し
っ
け
ん
奉
行
衆
之
御
吟
味
之
上
こ
免
相
な
り
申
侯
'
近
年
ハ
殊
外
右
衛
門
佐
様
御
倍
銀
出

来
申
候
由
二
御
座
候
事

○
寛
文
三

二
一
二
一五
日

｢同
前
｣

1
'
旧
冬
十
二
月
江
戸
古
福
岡
御
家
中
大
小
身
共
二
御
侍
中
手
前
不
罷
成
御
借
銀
方
大
分
之
衆
御
座
候
由
被
及
聞
召
'
衣
類
又
ハ
祝
言
其

外
侍
輩
寄
合
之
振
舞
堅
美
々
敷
儀
仕
間
数
侯
旨
'
江
戸

御
公
儀

古
之
御
綻
之
上
ヲ
以
'
具
こ
御
法
度
昏
被
為
差
下
候
'
衣
類
之
御
定

ハ
先
年

古
切
々
御
定
之
儀
御
座
候
上
弥
堅
可
被
相
守
と
の
捉
寄
別
紙
二
指
上
ケ
申
候
事

○
寛
文
三

･
八

･
二
日

｢同
前
｣

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

一〇
〇

1
'
六
月
中
古
七
月
上
旬
迄
福
岡
侍
衆
こ
知
行
方
田
地
二
引
水
之
公
事
'
知
行
所

1
所
之
衆
境
故
'
百
性
中
古
水
論
を
仕
'
地
頭
～

～

中

上
慎
二
付
知
行
境
目
之
給
人
ど
う
し
の
公
事
こ
成
申
侯
'
右
衛
門
佐
様
へ
上
-
申
'
御
あ
っ
か
い
に
て
相
済
申
衆
も
御
座
候
へ
殊
外
六
ケ

敷
罷
成
相
方
共
こ
御
し
か
り
被
成
侯
衆
も
御
座
候
'
水
公
事
御
座
候
衆
六
七
人
も
御
座
候
t
か
様
之
公
事
之
儀
給
人
ど
う
し
侍
と
し
て
知

行
所
之
水
公
事
被
仕
候
儀
共
前
代
未
聞
之
儀
こ
而
'
世
間
に
て
悪
敷
取
沙
汰
仕
侯
棟
こ
申
侯
'
郡
中
之
儀
者
本
占
'
郡
代
郡
奉
行
衆
'
先

年
之
例
を
以
御
済
被
成
慎
二
給
人
と
給
人
之
公
事
こ
罷
成
'
右
衛
門
佐
様
直
こ
御
開
披
成
侯
事
不
可
然
儀
と
申
候
'
今
度
之
大
風
も
所
こ

よ
り
つ
よ
-
吹
申
侯
'
博
多
福
岡
表
ハ
さ
の
ミ
吹
不
申
候
'
筑
前
国
中
も
風
筋
ハ
つ
よ
-
吹
申
侯
様
こ
申
候
'
豊
後
古
豊
前
表
者
今
度
之

大
風
つ
よ
く
御
座
候
由
取
沙
汰
仕
候
事

○
寛
文
五

･
四

二

日

｢同
前
｣

一
'
筑
前
在
々
も
当
春
は
殊
外
草
臥
申
候
'
大
分
二
百
生
等
た
お
し
申
侯
'
例
年
之
様
ニ
ハ
種
子
米
な
と
も
不
被
成
御
借
'
百
生
等
迷
惑

仕
候
'
去
年
者
大
分
二
御
蔵
米
御
売
被
成
侯
由
申
候
事

○
延
宝
二

･
二

･
二
六
日

｢御
留
守
御
用
帳
｣
(三
条
木
黒
田
家
文
書
)

一
'
当
年
ハ
不
双
之
凶
年
た
る
こ
伐
て
'
御
家
中
知
行
取
者

1
切
之
拝
借
銀
利
銀
斗
上
納
'
元
ハ
被
差
述
由
'
江
戸
占
被
仰
下
'
諸
与
頭

招
之
'
申
渡
ス

○
延
宝
二

･
一
二
二
ハ
日

r同
前
｣

一
'
甘
木
美
礼
作
右
衛
門
'
当
年
損
亡
こ
付
へ
御
年
貢
不
納
仕
候
御
銀
子
壱
和
利
こ
て
四
貫
目
六
年
之
年
切
こ
拝
借
仕
度
由
願
之
'
常
鉢

之
も
の
二
速
'
御
神
事
を
も
相
勤
も
の
こ
侯
'
た
を
し
申
も
い
か
ニ
l付
'
長
潰
四
郎
右
衛
門
預
り
銀
を
以
借
シ
被
申
侯
へ
と
四
郎
右
衛

門
招
来
'
角
太
夫
へ
申
渡
ス

○
延
宝
二

･
一
二

･
一
六
日

｢同
前
｣



一
'
当
年
八
木
高
直
こ
付
'
御
城
下
町
人
目
過
ヲ
任
侠
も
の
机
へ
及
迷
惑
仕
由
欺
申
付
'
少
々
御
米
ヲ
御
借
シ
被
成
候
'
廿
三
匁
之
あ
た

り
こ
仕
来
'
暮
道
代
銀
延
被
遣
侯
粂
'
極
ヲ
飢
二
及
侯
も
の
斗
ヲ
す
く
い
可
申
旨
'
長
演
四
郎
右
衛
門
へ
申
開
'
御
米
三
千
俵
四
郎
右
衛

門
こ
渡
シ
可
申
通
申
開
ル

一
'
高
瀬
甚
左
衛
門
類
火
こ
あ
い
申
付
'
当
年
京
銀
之
元
利
御
の
べ
被
下
侯
ハ
＼

何
と
そ
家
作
仕
見
可
申
由
申
こ
付
'
各
別
之
事
二
侯

粂
'
延
遣
可
被
中
通
島
判
衆
井
御
勘
定
方
へ
申
わ
た
す
'
但
'
京
銀
ハ
さ
わ
り
こ
成
侯
故
'
御
米
こ
て
其
当
り
程
借
ス
也
'
甚
左
衛
門
書

付
弐
つ
'
た
ん
す
こ
有
り

延
宝
二

･
十
二
月

廿
二
日

1
㌧
浦
々
飢
人
為
政
米
八
百
俵
'
是
ハ
浦
奉
行
長
蔵
二
預
り
置
'
極
而
困
窮
人
ヲ
扶
助
之
等
也
'
此
段
浦
奉
行
望
こ
付
而
如
此

一
'
在
々
五
千
俵
は
是
を
以
飢
人
を
救
'
春
ハ
又
見
合
こ
可
仕
旨
申
渡
相
極

廿
六
日

一
'
御
国
中
通
宿
困
窮
こ
付
十
三
貫
目
拝
借
望
之
'
仰
銀
子
を
以
成
と
も
相
渡
可
申
由
川
村
五
右
衛
門
へ
申
開
'
御
銀
子
奉
行
ハ
細
江
儀

右
衛
門
井
毛
利
長
兵
衛
申
渡
侯
へ
と
申
開

(延
宝
三
年
三
月
)

朔
日

一'
略

1
'
恰
土
郡
井
原
村
勘
七
と
申
者
之
所
へ
同
村
百
生
久
七

･
書
兵
衛
と
中
音
'
勘
七
下
人
甚
助
と
申
合
'
蔵
を
破
り
米
ぬ
す
ミ
申
二
付
'

郡
之
寵
へ
入
置
候
'
達
御
耳
､
重
罪
之
は
つ
こ
侯
へ
と
も
'

一
命
御
助
ゆ
ひ
ヲ
切
御
追
放
'
此
段
も
ふ
れ
頭
へ
申
渡
ス

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題

(福
田
)

昌
一



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
五
号

右
両
条
寄
付
た
ん
す
二
人

一
'
去
年
在
々
へ
う
へ
か
し
米
'
根
付
兵
根
等
御
借
被
成
侯
'
井
浦
々
へ
も
町
か
た
へ
も
う
へ
米
御
出
し
被
成
侯
'
い
つ
れ
も
御
捨
拝
領

二
被
仰
付
候
由
'
御
定
こ
て
其
段
其
手
筋
-

へ
申
わ
た
す
'
都
三
万
二
千
俵
也

註
(-
)
深
谷
克
己

｢負
担
と
御
救
｣
(r百
姓
成
立
し
'
塙
昏
房
'
一
九
九

三
年
)'
四
一
～
四
二
頁
｡

(2
)

同
右

入
貢
｡

(3
)
三
素
木
黒
田
家
文
書

r御
留
守
御
用
帳
J
(九
州
文
化
史
研
究
施

設
蔵
)｡

(4
)

川
添
昭
二
他
校
訂

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
二

(文
献
出
版
)0

(5
)
同
右
｡

(6
)

r新
訂
黒
田
家
譜
J
二
t
r博
多
津
要
録
J

1

(西
日
本
文
化

協
会
)0

(7
)

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
三
'
｢長
野
日
記
｣
(秀
村
選
三
編

r近
世

福
岡
博
多
史
料
)
1
.西
日
本
文
化
協
会
)～
r博
多
津
要
録
｣
1
｡

(8
)

r博
多
津
要
録
】
1
｡

(9
)

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
三
t
r長
野
日
記
｣
｡

(10
)
同
右
｡

(
ll
)

r博
多
津
要
録
｣
一
｡

(
12
)

｢長
野
日
記
｣｡

(13
)

藤
田
覚

｢寛
永
飢
鰻
と
幕
政

(
こ

(二
)｣
(r歴
史
｣
59
･
60
'

一
九
八
二
･
八
三
)0

(14
)

藤
井
譲
治

r江
戸
開
幕
｣
(集
英
社
版
日
本
の
歴
史
12
t
l
九
九

二
年
)'
二
九
三
頁
｡

(
15
)

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
二
｡

(
16
)

三
奈
木
黒
田
家
文
書

｢御
留
守
御
用
帳
｣
｡

(
17
)

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
二
｡

(
18
)

三
奈
木
黒
田
家
文
書

r御
留
守
御
用
帳
L
t
中
村
令
三
郎
家
文
書

｢志
登
村
仲
村
捻
次
郎
日
記
｣
'
｢御
年
譜
集
要
抄
｣
(
｢福
岡
県
史
近

世
史
料
拐
年
代
記

(
1
)J
)｡

(
19
)

r新
訂
黒
田
家
譜
｣
二
'
三
'
四
｡

(
20
)

貝
原
益
軒
は

｢君
子
訓
J
下
で
'
大
犯
三
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