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一
般
的
に
近
世
中
後
期
に
お
け
る
家
臣
の
俸
禄
米
に
関
す
る
問
題
と
い
え
ば
、
幕
藩
財
政
の
窮
乏
化
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
幕
藩
政
の
改
革
が
断
行
さ
れ
る
時
期
に
は
、
倹
約
の
励
行
と
な
ら
ん
で
、
知
行
の
借
上
や
俸
禄
米
の
整
理
削

（
１
）

減
が
一
つ
の
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
俸
禄
米
な
い
し
借
上
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の

か
と
い
っ
た
事
実
関
係
を
含
め
て
、
俸
禄
米
に
関
す
る
政
策
お
よ
び
支
給
の
変
遷
と
そ
こ
に
芋
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
全
体
的
に
追
及

し
た
研
究
は
意
外
と
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
形
骸
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
藩
は
個
々
の
家
臣
の
軍
役
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
俸
禄
米
支
給
の
問
題
は
、
藩
財
政
の
問
題
と
裏
腹
の
関
係
で
、
家
臣
団
の
構
成
、
ひ
い
て
は
藩
の
構
造
そ
の

（
２
）

も
の
を
規
定
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
藩
財
政
が
窮
乏
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
方
的
に
こ
れ
を
整
理
削
減
す
れ
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
藩
財
政
の
再
建
と
い
う
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
支
出
の
過
半
を
占
め
る
俸
禄
米
に
手
が
加
え
ら
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
世
の
中
が
流
動
化
す
る
中
で
、
家
臣
団
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
み
あ
う
保
証
を
与
え
て
や
る
こ
と
も
ま

た
重
要
な
案
件
と
な
っ
て
く
る
。
問
題
は
、
そ
の
相
克
の
中
で
藩
当
局
が
め
ざ
し
た
方
向
性
と
そ
の
矛
盾
を
ど
う
捉
ら
え
る
か
と
い
う
こ

は
じ
め
に

小
田
原
藩
に
お
け
る
俸
禄
米
問
題
と
行
財
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の
改
革

馬
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弘
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と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
こ
の
俸
禄
米
の
問
題
を
切
り
口
と
し
て
、
小
田
原
藩
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
あ
る
。
小
田

原
藩
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
本
と
な
る
藩
政
史
料
の
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
藩
財
政
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
分
析
が
で
き
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
欠
を
藩
士
に
対
す
る
俸
禄
米
支
給
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
処
理
す
る
こ
と
で
補
い
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
小
田
原
藩
に
お
い
て
も
近
世
中
期
以
降
は
、
他
藩
同
様
に
財
政
の
窮
乏
化
が
顕
著
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
問

題
は
小
田
原
藩
固
有
の
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
っ
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
本
稿
で
は
、
そ
の
抜
本
的
な
対
策
を
め
ざ
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
世
紀
前
半
の
藩
政
改
革
を
取
り
上
げ
る

が
、
そ
れ
を
主
導
し
た
の
が
当
時
の
藩
主
大
久
保
忠
真
で
あ
っ
た
。
忠
真
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
地
方
政
策
ｌ
民
政
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
航
↑
藩
当
局
内
部
の
問
題
と
し
て
、
改
め
て
こ
の
改
革
の
意
義
を
俸
禄
米
の
支
給
と
い
う
観
点
か
ら
照
射
し
て
み
よ

う
と
い
う
の
が
第
一
一
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
役
職
や
家
臣
団
の
編
成
な
ど
、
藩
政
の
組
織
や
構
造
改
革
に
つ
い
て
も
検
討
の
輪
を

広
げ
、
改
革
が
抱
え
て
い
た
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
忠
真
の
改
革
の
区

切
り
と
な
る
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
ま
で
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
吉
岡
由
緒
書
」
と
手
取
米

600

俸
禄
米
の
支
給
状
況
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
の
は
、
吉
岡
偉
略
家
に
伝
来
し
た
「
吉
岡
由
緒

（
４
）

書
」
で
あ
る
。
吉
岡
家
は
知
行
取
一
二
四
○
石
の
家
柄
で
、
小
田
原
藩
士
の
中
で
は
一
応
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
「
吉
岡
由
緒
書
」
は
、

さ
ね
よ
し

吉
岡
家
の
初
代
実
疑
が
大
久
保
家
に
仕
官
し
た
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
一
一
）
年
か
ら
廃
藩
置
県
後
の
明
治
五
年
（
一
八
七
一
一
）
に
い
た
る

ま
で
の
同
家
の
一
大
家
譜
で
、
四
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
吉
岡
由
緒
書
」
と
し
て
扱
う
が
、



内
容
的
に
は
吉
岡
家
各
代
の
家
督
、
職
務
、
扶
持
の
増
減
、
賞
罰
、
事
跡
か
ら
家
内
・
親
類
筋
の
法
要
等
に
い
た
る
ま
で
の
記
事
を
順
に

書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
で
同
家
の
俸
禄
米
支
給
に
関
す
る
記
事
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
享
和
三
年
（
一
○
八
三
）
以
降
は
、
一
時
期
を
除
い
て
毎
年
の
俸
禄
米
が
確
認
で
き
る
。
表
１
は
こ
の

中
か
ら
天
保
八
年
（
一
八
一
一
一
七
）
ま
で
の
も
の
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
図
１
で
は
こ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
て
示
し
た
。
た
だ
し
、
図

１
で
は
比
較
の
た
め
に
、
そ
の
後
画
期
と
な
る
年
に
つ
い
て
も
図
示
し
て
お
い
た
。

（
５
）

小
田
原
藩
の
「
御
家
法
」
で
は
、
知
行
音
向
一
○
○
石
に
対
し
て
一
○
八
俵
の
割
合
で
俸
禄
米
が
支
給
さ
れ
る
仕
来
り
と
な
っ
て
い
た
。

吉
岡
家
の
知
行
高
は
一
一
一
四
○
石
で
あ
る
か
ら
、
三
六
六
俵
六
斗
六
升
が
本
来
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
禄
米
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

俸
禄
米
を
小
田
原
藩
で
は
「
御
渡
米
」
と
称
し
て
い
る
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
俸
禄
米
の
支
給
は
藩
財
政
の
状
況
に
左
右
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
悪
化
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
削
減
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
小
田
原
藩
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
削

減
措
置
を
「
減
米
」
と
称
し
、
そ
の
削
減
分
を
引
い
た
残
り
の
分
、
す
な
わ
ち
実
収
入
分
を
「
手
取
米
」
と
称
し
て
い
た
。
「
吉
岡
由
緒

書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
手
取
米
で
あ
り
、
表
１
お
よ
び
図
１
は
吉
岡
家
の
手
取
米
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

藩
当
局
か
ら
拝
借
金
を
借
り
て
い
る
場
合
に
は
こ
の
手
取
米
も
全
額
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
そ
の
利
足
分
（
「
差
上
米
」

と
い
う
）
や
年
賦
返
済
分
（
「
引
取
米
」
と
い
う
）
が
差
し
引
か
れ
た
。
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
は
こ
れ
ら
の
「
差
上
米
」
や
「
引
取
米
」
に

つ
い
て
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
が
、
単
に
省
略
し
た
の
か
、
拝
借
金
自
体
を
受
け
取
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

こ
う
し
た
差
し
引
き
分
が
あ
る
一
方
で
、
役
職
に
就
任
し
た
り
、
臨
時
の
役
目
を
負
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
役
料
や
「
別
被
下
」
と
称
し

て
米
金
銀
が
支
給
さ
れ
た
り
、
収
納
の
状
況
や
役
替
え
に
応
じ
て
「
余
米
」
や
「
増
米
」
な
ど
と
い
っ
た
名
目
で
別
に
支
給
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
表
１
．
図
１
で
は
確
認
で
き
る
限
り
こ
う
し
た
も
の
も
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
俸
禄
米
の
支
給
額
は
、
毎
年
二
月
に

当
年
の
収
納
状
況
を
確
認
し
た
上
で
決
定
さ
れ
た
か
ら
、
実
際
に
こ
れ
が
支
給
さ
れ
る
の
は
一
二
月
か
ら
翌
年
の
一
一
月
ま
で
の
期
間
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
表
１
．
図
１
も
実
際
に
は
翌
年
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
額
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
の
具
体
的
な
豊

凶
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
本
稿
で
は
「
吉
岡
由
緒
書
」
の
記
載
年
、
す
な
わ
ち
支
給
額
の
決
定
年
度
を
そ
の
ま
ま
生
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国
つ
①

表１吉岡家の手取米

註）・兵庫県川西市吉岡偉略家文書「吉岡由緒書」より作成。

・ 俵 以 下 は 記 載 に精粗があるため省略した。

． ＊ は 、 計 画 で あることを示す。

～

藩主 年号 西暦 対象 歩掛 手取米 支給率 役米 増米等 備考

忠増 正徳２ 1７１２ ０．５ 183俵 ５０．０％ 正徳元年家中手取米５分申渡し

忠方 享保1１ 1７２６ 300石以上 ０．４１９９ 1４４ 3９．５ 御勝手方不如意に付

忠
興

享保1９

３
２

保
暦

寛
宝

1７３４

１７４３

１７５２

300石以上

300石以上

300石以上

０．３１０６

０．２７１７

1１４

9８

７４

３１．１

２６．８

２０．４

又 候 御 家 中 減 米

御勝手御増借に付

御勝手次第に御増借に付／高300石以上格別減米

忠由 明和年中 1７６４ 3６ ９．８ 先御代より追々御増借／当御代必至と差支／明和の

袋米

忠顕 寛政８ 1７９６ (１１４） ３１．１ 御渡方相直し／享保19年の渡方

忠

真

９
３

政
和

寛
享

～文化４

文化５

文政３

～同６

文政７

～同1０

､文政１１＊

皿
旭
１
２
３
４
５
６
７
８

政
政
保
保
保
保
保
保
保
保

文
文
天
天
天
天
天
天
天
天

７
３
８
０
４
８
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

９
０
０
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３

７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

300石以上

300石以上

300石以上

300石以上

300石以上

300石以上

100石以上

100石以上

100石以上

７
６
４
０

６
１
５
６
６
５

３
３
３
５
３
３
３
２
２
４
２
３
５
３

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

一
一
一
一
一
一
一
一
一

1３２

９
３
４

９
１
７
１

１１４

１８３

１２９

１１７

1２９

７
７
０
６
９
５
９

３
３
０
４
７
９
７

１
１
１
１
１
１

０
２
１
２
１
０
２
９
２
６
６
６
１
１
１
１

●
●

●
●

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
７
１
０
１
０
５
１
５
７
７
７
０
９
６
９

３
２
３
２
３
５
３
３
３
３
３
２
４
４
２
４

28俵

４６

4俵

減米御緩

今年より後御渡方相減

今年より御渡方相増

当暮より３カ年宝暦度の渡方

文政５年より信基御勝手方年寄就任に付役米28俵余

減米年限

改革に付御渡方改正

こ の 年 よ り 信 寛 御 目 付 役
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図１吉岡家の手取米
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／
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す
な
わ
ち
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
一
一
一
）
の
小
田
原
大
地
震
と
、
宝
永
四
年
（
一
七
○
七
）
の
富
士
山
噴
火
に
よ
る
砂
降
り
の
被
害
に

よ
っ
て
年
貢
の
収
納
が
激
減
し
た
上
に
、
入
費
と
借
財
が
嵩
ん
だ
こ
と
か
ら
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
に
家
中
手
取
米
を
五
分
Ⅱ
半
減

と
す
る
旨
が
仰
せ
出
さ
れ
、
実
際
に
吉
岡
家
で
は
翌
年
か
ら
規
定
額
の
半
分
で
あ
る
一
八
三
俵
余
が
御
渡
米
と
し
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
表
１
．
図
１
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
後
享
保
二
年
（
一
七
二
六
）
’
一
四
四
俵
余
（
四
一
・

「
吉
岡
由
緒
書
」
の
中
で
最
初
に

一
去
ル
元
禄
十
六
年
大
地
震
、

二
付
、
昨
卯
年
被
仰
出
一

百
八
十
三
俵
五
升
四
合
也

二
藩
財
政
窮
乏
化
の
要
因
ｌ
元
禄
の
大
地
震
と
宝
永
の
砂
降
り
Ｉ

の
中
で
最
初
に
家
中
俸
禄
米
に
関
す
る
記
事
が
登
場
す
る
の
は
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
箇
）

‐
六
年
大
地
震
、
宝
永
四
年
富
士
山
焼
上
り
、
駿
豆
相
御
領
分
砂
降
二
て
御
取
固
相
減
、
御
物
入
多
、
御
借
財
相
嵩
候

が
年
被
仰
出
有
之
、
御
家
中
手
取
米
五
分
之
御
渡
方
二
相
成
候
一
一
付
、
当
年
よ
り
減
米
一
一
て
高
三
百
四
十
石
御
渡
米
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か
す
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
俸
禄
米
の
支
給
額
が
決
定
す
る
と
、
各
家
臣
に
は
二
月
付
け
で
「
御
物
成
相
渡
通
」
と
称
す
る
給
付
書
が

配
付
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
年
の
状
況
に
応
じ
て
各
人
の
手
取
米
の
額
を
決
定
し
た
上
で
、
先
の
諸
点
を
計
算
し
て
総
支
給
額
を
算
出
し
、

毎
月
の
支
給
額
を
添
え
て
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

図
１
は
以
上
の
こ
と
を
勘
案
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
減
米
率
は
家
臣
の
階
層
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
さ
ら
に
減
米
率
に
し
て

も
手
取
米
の
算
出
方
法
に
し
て
も
時
期
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
若
干
の
事
例
を
上
げ
て
比
較
検
討
し
た

い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
も
知
行
取
以
外
の
家
臣
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
比
較
検
討
し
て
い
く
た
め
に
は
、
記
載
さ
れ
た
数
値
の
読
み
込
み
と
処
理
が
欠
か
せ
な
い
・

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
小
田
原
藩
に
お
け
る
財
政
窮
乏
の
要
因
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。



（
８
）

小
田
原
藩
の
財
政
窮
乏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
元
禄
期
に
そ
れ
が
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
藩
財
政

の
窮
乏
化
は
、
兵
農
分
離
の
も
と
、
藩
主
の
家
政
と
藩
の
財
政
が
未
分
離
な
ま
ま
都
市
で
の
消
費
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
幕
藩

体
制
の
統
治
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
問
題
で
あ
り
、
と
く
に
中
後
期
に
な
る
と
、
基
本
的
な
財
源
で
あ
る
年
貢
収
納
の
頭
打
ち

や
村
の
疲
弊
と
あ
い
ま
っ
て
次
第
に
困
窮
の
度
合
い
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
藩
財
政
の
窮
乏
化
と
い
う
問
題
そ
の
も

の
は
、
ど
の
藩
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
課
題
で
は
あ
っ
た
が
、
小
田
原
藩
の
場
合
、
元
禄
の
大
地
震
と
宝
永
の
富
士
山
噴
火
と
い
う
二

大
災
害
の
被
害
が
、
そ
の
後
の
藩
政
を
大
き
く
規
定
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
「
吉
岡
由
緒
書
」
の
記
述
は
そ
の
点
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
六
月
七
日
付
で
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
小
川
佐
一
右
衛
門
の
上
申
書
に
は
、

低
の
時
期
で
あ
っ
た
。

九
九
％
）
、
同
一
九
年
（
一
七
三
四
）
’
一
一
四
俵
余
（
三
一
・
○
六
％
）
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
一
一
一
）
’
九
八
俵
余
（
一
一
七
・
一
七
％
）
、

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
’
七
四
俵
余
（
二
○
・
四
％
）
と
地
滑
り
的
に
手
取
米
が
減
少
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
知
行

高
三
○
○
石
以
上
と
い
う
制
限
付
き
で
あ
り
、
こ
れ
以
下
の
層
に
つ
い
て
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
減
米
の
措
置
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
は
、
「
今
年
御
勝
手
不
如
意
二
付
」
（
享
保
二
年
）
、
「
今
年
御
勝
手
御
増
借
一
一
付
」

（
寛
保
三
年
）
、
「
此
頃
御
勝
手
次
第
二
御
増
借
一
一
て
」
（
宝
暦
二
年
）
と
い
っ
た
文
言
が
書
き
添
え
ら
れ
て
お
り
、
元
禄
の
大
地
震
と
宝
永

（
６
）

の
吉
田
士
山
噴
火
以
降
、
借
金
が
嵩
ん
で
次
第
に
藩
財
政
が
逼
迫
し
て
い
く
よ
う
す
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
よ
る
と
、
明
和
年
中
（
一
七
六
四
～
七
二
に
は
、
「
先
御
代
（
忠
興
）
よ
り
追
々
御
増
借
二
相
成
、
当

御
代
（
忠
由
）
必
至
と
御
差
支
一
一
て
御
渡
米
次
第
二
相
減
」
と
な
っ
た
た
め
に
、
高
一
○
○
○
石
の
上
級
家
臣
で
も
手
取
米
は
わ
ず
か
六

○
俵
（
五
・
五
％
）
で
、
小
給
の
者
に
い
た
っ
て
は
、
月
々
の
端
米
を
袋
に
入
れ
て
わ
た
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
明
和
之
袋
米
」
と

称
し
て
現
在
に
語
り
継
い
で
い
る
と
い
う
。
吉
岡
家
で
も
当
時
は
月
々
三
俵
ず
つ
を
支
給
さ
れ
る
の
み
で
、
こ
れ
は
一
一
一
カ
月
で
換
算
す

れ
ば
三
六
俵
、
支
給
率
は
わ
ず
か
九
・
八
％
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
に
当
時
は
下
女
一
人
の
ほ
か
は
召
使
い
を
抱
え
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら

（
７
）

な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
和
期
は
、
家
中
俸
禄
米
の
支
給
、
し
た
が
っ
て
家
臣
の
窮
乏
化
と
い
う
点
で
は
ま
さ
に
最
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③
さ
ら
に
引
き
続
い
て
お
こ
っ
た
宝
永
四
年
（
一
七
○
七
）
の
富
士
山
噴
火
に
よ
る
「
焼
砂
吹
出
」
に
よ
る
被
害
で
、
相
模
・
駿
河
・

伊
豆
国
領
分
の
内
五
万
六
○
○
○
石
余
が
亡
所
と
な
り
、
夫
食
な
ど
の
手
当
て
で
多
大
な
入
用
が
か
か
っ
た
。

④
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
被
災
地
一
一
八
力
村
が
上
知
と
な
り
、
一
一
一
河
・
美
濃
・
播
磨
・
伊
豆
国
に
代
知
（
一
三
九
力
村
）
が
与
え
ら

れ
、
幕
府
の
手
で
復
旧
工
事
を
行
な
っ
た
後
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
二
度
に
分
け
て
返
還
さ
れ

た
澗
一
噴
火
以
前
の
収
納
と
引
き
合
せ
れ
ば
、
一
万
一
二
○
石
の
減
少
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
降
砂
そ
の
も
の

の
被
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
影
響
に
よ
る
酒
匂
川
の
洪
水
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
、
噴
火
後
の
大
雨
で
大
量
の
土
砂
が
酒
匂
川
に
流
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
口
堤
を
は
じ
め
と
す
る
治
水
施
設
が
こ
と
ご
と

く
破
壊
さ
れ
、
流
路
が
か
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
洪
水
の
頻
発
を
招
い
た
こ
と
か
ら
、
幕

ま
っ
た
。
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（
９
）

こ
の
間
の
事
情
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
藩
主
大
久
保
忠
顕
が
、
幕
府
か
ら
海
防
の
強
化
と
箱
根
関
所
を
は
じ
め
と
す
る
六

ヵ
所
の
関
所
の
警
備
強
化
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
際
し
て
、
「
兼
々
御
勝
手
不
如
意
」
を
理
由
に
、
拝
借
金
の
借
り
入
れ
を
願
い
出
た
願

書
に
添
え
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
の
財
政
窮
乏
化
の
様
相
が
事
細
か
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
補
足
を
加
え
な
が
ら
、
行
論
に
必
要
な
限
り
で
要
点
を
ま
と
め
る
と
大
略
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
ま
ず
こ
こ
で
前
提
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
久
保
氏
が
小
田
原
を
再
拝
領
し
た
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
以
来
、
追
々
加

増
を
受
け
て
は
き
た
が
（
当
時
高
一
一
万
三
一
一
一
九
石
余
）
、
一
体
の
物
成
は
、
肥
前
唐
津
（
佐
賀
県
唐
津
市
）
時
代
の
拝
領
高
八

万
一
一
一
一
二
九
石
余
と
比
べ
て
も
か
な
り
の
減
少
を
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
元
禄
か
ら
宝
永
の
頃
（
一
八
世
紀
前

後
）
ま
で
は
、
米
五
万
一
○
四
○
石
余
、
取
永
三
七
○
○
貫
余
の
収
納
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

②
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
に
お
き
た
小
田
原
大
地
震
と
そ
の
際
の
出
火
の
被
害
で
、
城
廻
り
・
家
中
屋
敷
か
ら
町
郷
に
い
た
る
ま

で
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
復
興
資
金
と
し
て
幕
府
か
ら
一
万
五
○
○
○
両
を
拝
借
す
る
と
と
も
に
、
当
座
の
手

当
て
と
し
て
城
廻
り
の
普
請
金
に
一
○
万
両
余
、
町
郷
中
ま
で
の
手
当
金
と
し
て
六
万
余
両
が
入
用
と
な
り
、
大
借
財
を
抱
え
て
し



⑪
享
保
一
七
年
（
一
七
三
一
一
）
に
子
細
が
あ
っ
て
酒
匂
川
付
の
九
力
村
、
高
六
○
○
○
石
余
の
村
々
を
代
知
も
受
け
ず
上
知
し
て
し
ま
っ

た
。
補
足
す
れ
ば
、
こ
の
九
力
村
は
酒
匂
川
東
岸
の
金
手
・
西
大
井
・
鬼
柳
・
桑
原
・
成
田
・
飯
泉
な
ど
の
村
々
で
、
相
模
川
流
域

の
中
で
も
洪
水
の
被
害
を
受
け
や
す
い
東
堤
付
の
村
々
で
あ
る
。
宝
永
の
富
士
山
噴
火
後
、
一
旦
は
藩
領
に
復
帰
し
た
も
の
の
、
度

重
な
る
洪
水
に
対
し
て
藩
が
充
分
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
独
自
に
幕
府
に
川
除
普
請
を
願
い
出
る
な

（
皿
）

府
の
復
旧
工
事
も
酒
匂
川
の
治
水
に
大
き
な
労
力
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
返
還
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
酒
匂
川
自
体
が
土
砂
の
流
入
で
川
床
が
高
く
な
り
、
洪
水
を
引
き
起
こ
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
川
付
の
村
々
は
常
に
そ
の
被
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
噴
火
以
来
土
地
柄
が
変
質
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
充

分
な
収
穫
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。

⑥
そ
れ
で
も
百
姓
共
の
出
精
に
よ
っ
て
、
近
来
は
ど
う
に
か
再
開
発
も
進
ん
で
は
い
る
が
、
上
知
を
受
け
た
村
々
の
年
貢
米
は
一
万
三

三
○
○
石
程
度
で
、
元
禄
の
頃
と
比
べ
れ
ば
九
○
○
○
石
余
の
減
少
と
な
っ
た
。

⑦
さ
ら
に
、
延
享
四
年
に
被
災
地
が
返
還
さ
れ
た
際
に
、
播
磨
・
河
内
両
国
内
の
旧
領
二
万
石
余
も
美
作
国
へ
所
領
替
え
と
な
っ
た
が
、

美
作
は
元
来
が
困
窮
し
て
い
る
た
め
、
勧
農
の
手
当
て
を
尽
く
し
て
も
そ
の
甲
斐
が
な
く
、
格
別
の
収
納
減
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
上
大
坂
運
送
費
用
な
ど
両
国
に
比
べ
て
も
損
失
が
大
き
い
。

⑧
と
も
か
く
相
模
国
を
は
じ
め
と
し
て
、
遠
近
都
合
七
カ
国
に
領
地
が
分
れ
て
い
る
た
め
、
「
諸
事
不
都
合
」
で
あ
る
。

⑨
天
明
二
年
（
一
七
八
一
一
）
に
は
両
度
の
地
震
で
城
内
や
関
所
、
往
還
か
ら
家
中
・
町
郷
ま
で
被
害
を
受
け
、
幕
府
か
ら
五
○
○
○
両

を
拝
借
し
て
そ
の
復
旧
に
あ
た
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
借
財
は
二
万
両
に
お
よ
ぶ
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

⑩
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
領
内
大
洪
水
と
高
潮
に
よ
っ
て
、
田
畑
は
も
と
よ
り
、
往
還
や
人
家
ま
で
多
数
流
失
し
、
損
毛
高
一
万

七
八
○
○
石
余
に
も
の
ぼ
る
被
害
を
被
っ
た
。
そ
の
た
め
「
難
差
延
急
場
」
か
ら
急
ぎ
普
請
を
は
じ
め
た
が
、
そ
れ
も
数
百
カ
所
に

お
よ
ぶ
た
め
に
莫
大
な
費
用
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
復
旧
予
定
地
高
二
万
二
○
○
○
石
余
の
内
に
は
「
永
荒
」
と
な
り
そ
う

な
場
所
も
多
い
。
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608

（
吃
）

ど
の
行
動
を
お
こ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
自
力
で
は
復
旧
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
－
し
た
藩
当
局
が
九
力
村
の
上
知
を
願
い
出
て
許
可
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
初
は
こ
れ
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
代
知
が
下
さ
れ
る
約
束
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
家
重
の
将
軍
襲
封
に
と

も
な
う
領
地
判
物
の
発
布
に
際
し
て
、
こ
の
分
を
藩
領
の
改
出
新
田
の
内
で
補
填
し
、
こ
れ
を
本
高
と
し
て
組
み
入
れ
る
旨
が
申
し

（
過
）

渡
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
九
力
村
、
六
○
○
○
石
余
の
場
所
が
全
く
の
収
納
減
と
な
っ
て
１
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
①
唐
津
領
よ
り
小
田
原
領
の
方
が
生
産
力
が
劣
る
と
い
っ
た
問
題
は
さ
て
お
い
て
も
、
②
元
禄
の
大
地
震
と
③
宝
永

の
富
士
山
噴
火
が
藩
政
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
そ
の
被
害
と
復
旧
資
金
の
捻
出
が
藩
の
財
政
を
著
し

く
圧
迫
し
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
後
も
⑨
天
明
の
大
地
震
や
⑩
寛
政
の
大
洪
水
・
高
潮
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
度
重
な
る
災
害
に
藩
財
政
の
窮
乏
化
の
特
徴
を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の

は
、
所
領
移
動
を
含
む
富
士
山
噴
火
後
の
復
旧
処
置
の
問
題
で
あ
る
。

④
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
被
災
し
た
一
一
八
力
村
、
五
万
六
○
○
○
石
余
の
村
々
は
幕
領
に
編
入
さ
れ
、
三
河
・
美
濃
・

播
磨
・
伊
豆
国
に
代
知
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
幕
府
の
政
策
と
し
て
は
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
に
小
田
原
藩
の
関
東
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
重
要
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
と
年
貢
収
納
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、

被
災
地
が
返
還
さ
れ
た
際
の
方
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
代
知
が
与
え
ら
れ
て
い
る
期
間
よ
り
も
被
災
地
が
返
還
さ
れ
た
後
の
方
が
収
納
状
況

が
悪
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
③
元
禄
一
一
一
年
（
一
六
九
九
）
か
ら
同
一
六
年
（
一
七
○
三
）

の
五
カ
年
平
均
が
米
四
万
八
一
一
一
○
四
石
余
・
永
一
一
一
九
九
七
貫
余
で
あ
る
の
に
対
し
、
上
知
後
の
⑥
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
～
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
の
平
均
が
米
四
万
四
一
一
一
九
六
石
余
・
永
一
四
六
八
貫
余
、
藩
領
の
半
分
が
返
還
さ
れ
た
後
の
⑤
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

‐
ｌ
同
五
年
（
一
七
二
○
）
の
平
均
が
米
四
万
一
一
一
一
五
一
石
余
・
永
一
一
六
七
○
貫
余
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
返
還
さ
れ
た
後
の
⑥
寛
延
元
年

（
Ｍ
）

（
一
七
四
八
）
～
宝
暦
一
一
年
（
一
七
五
一
一
）
の
平
均
が
一
一
一
万
一
一
○
一
一
五
石
余
・
永
一
一
一
六
八
四
貫
余
と
な
っ
て
い
る
。
米
年
貢
の
差
額
を
＠
か

ら
順
に
み
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
九
○
七
石
余
、
一
一
一
四
五
石
余
、
一
万
一
一
一
一
六
石
余
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

（
鴫
）

ち
な
み
に
小
田
原
藩
で
は
、
永
一
貫
文
を
米
一
石
で
換
算
し
て
全
体
の
収
量
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
畑
永
は
関



東
特
有
の
年
貢
で
あ
り
、
代
知
が
与
え
ら
れ
た
関
西
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
単
純
に
米
年
貢
だ
け
で
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
が
、
こ
の
点
を
大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
全
体
の
収
量
を
算

出
す
る
と
、
順
に
③
五
万
二
一
一
一
○
一
石
余
、
⑥
四
万
五
八
六
五
石
余
、
⑤
四
万
五
八
一
○
石
余
、
⑥
三
万
五
七
一
○
石
余
と
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
差
額
は
、
六
四
三
六
石
余
、
四
一
一
一
石
余
、
一
万
一
一
一
石
余
の
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
米
年
貢
だ
け
を
比
較
し
た
場
合
に
比
べ
、
上

知
後
に
は
永
年
貢
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
貢
全
体
の
収
量
が
か
な
り
の
減
少
を
み
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
享
保
元
年
の
段
階
で
の
減
少
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
延
享
四
年
の
減
少
が
際
立
つ
結
果
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
延
享
四
年
に
は
、
⑦
播
磨
・
河
内
領
の
美
作
へ
の
所
領
替
え
が
あ
り
、
享
保
一
七
年
の
⑪
酒
匂
川
東
岸
九
力
村
の
上

知
問
題
と
と
も
に
年
貢
の
収
量
を
押
し
下
げ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
吉
岡
由
緒
書
」
に
み
れ
ら
る
俸
禄
米
の
減
少
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
宝
暦
か
ら
明
和
に
か
け

て
の
状
況
は
、
⑤
酒
匂
川
の
治
水
や
被
災
地
の
土
壌
の
変
質
の
問
題
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
返
還
さ
れ
た
村
々
の
復
旧
が
い
ま
だ
充
分
で
な

い
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
借
金
ば
か
り
が
積
み
重
な
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
ま
た
俸
禄
米
の
減
少
に
結
果
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
く
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
小
田
原
藩
が
こ
う
し
た
状
況
か
ら
立
ち
直
り
の
兆
し
を
み
せ
る
の
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
吉
岡
由
緒
書
」

に
よ
れ
ば
、
「
是
迄
明
和
年
中
格
外
之
減
米
、
以
来
少
々
シ
、
相
緩
候
得
共
、
天
明
度
飢
謹
等
一
一
て
御
物
成
相
減
、
揚
米
・
御
借
米
等
有

（
｜
）
減
米
御
緩
み
と
忠
真
の
襲
封

三
大
久
保
忠
真
の
改
革
と
俸
禄
米
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之
、
御
渡
方
不
取
極
、
例
年
百
俵
以
上
手
取
候
年
ハ
無
之
、
寛
政
一
一
至
り
少
々
相
増
候
得
共
、
為
差
有
余
無
之
」
と
あ
る
。
明
和
期
（
一

七
六
四
～
七
二
を
最
低
と
し
て
、
以
後
少
し
ず
つ
増
加
は
し
て
き
た
が
、
天
明
の
飢
謹
な
ど
に
よ
っ
て
収
納
が
減
り
、
減
米
の
措
置
以

外
に
も
揚
米
や
借
米
な
ど
が
行
な
わ
れ
、
支
給
の
基
準
す
ら
定
ま
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
一
○
○
俵
以
上
手
取
米
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
○
○
）
に
な
っ
て
少
々
は
増
加
し
た
が
、
そ
れ
も
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

明
和
期
以
降
も
相
変
わ
ら
ず
逼
迫
し
た
状
況
に
か
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
少
し
ず
つ
は
回
復
も
し
、
「
為
差
有
余
無
之
」
と
い

え
、
寛
政
年
間
に
い
く
ら
か
の
増
加
が
み
ら
れ
た
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
「
吉
岡
由
緒
書
」
を
み
て
い
く
と
、
寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
正
月
一
五
日
に
、
当
時
御
賄
方
御
用
人
の
役
職
に
あ
っ
た
吉
岡
信
郷
が
、
御
召
上
下
と
白
銀
三
枚
を
頂
戴
し
た
際
の

褒
賞
理
由
の
中
に
、
「
御
家
中
御
渡
方
相
直
り
候
二
付
」
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
、
翌
寛
政
九
年
一
二
月
二
日
に
は
、
「
近
頃
引
続
御
物

入
之
処
御
間
一
一
合
、
此
度
御
家
中
減
米
を
も
御
緩
被
遊
、
畢
寛
取
扱
行
届
候
儀
と
太
儀
一
一
思
召
候
」
と
し
て
、
同
じ
く
白
銀
二
枚
を
拝
領

し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
内
寛
政
九
年
に
つ
い
て
は
、
来
年
よ
り
三
○
○
石
以
上
の
手
取
米
を
一
一
一
分
六
厘
四
毛
七
弗
と
し
、
一
一
一
○

石
で
あ
れ
ば
六
分
六
厘
六
毛
、
扶
持
五
人
分
は
九
分
七
厘
余
を
支
給
す
る
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
吉
岡
家
の
手

取
米
も
一
三
一
一
俵
余
ま
で
回
復
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
寛
政
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
心
覚
二
記
置
ケ
条
」
と
題
す
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
春
に
「
享
保
十
九
御
渡
方
」

（
肥
）

と
な
り
、
こ
の
年
「
享
保
十
九
御
減
之
半
分
御
戻
」
が
申
し
渡
さ
れ
た
と
あ
る
。
享
保
一
九
年
に
は
御
渡
方
三
分
一
厘
六
弗
（
一
二
○
○
石

以
上
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
同
二
年
の
御
渡
方
四
分
一
厘
九
毛
九
弗
に
続
く
減
米
措
置
で
あ
り
、
そ
の
差
は
一
分
強
と
な
る
。
お
そ

ら
く
そ
の
半
分
の
五
厘
強
の
分
を
「
御
緩
」
Ⅱ
増
加
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
の
「
減
米
御
緩
」
は
、
明

ら
か
に
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
実
施
さ
れ
た
定
免
制
の
採
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

寛
政
六
年
三
月
、
藩
当
局
は
藩
財
政
の
窮
乏
を
理
由
に
、
「
数
十
年
下
免
」
の
措
置
を
止
め
て
「
十
ヶ
年
御
定
免
」
と
す
る
こ
と
を
申

（
Ⅳ
）

し
渡
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
定
免
は
、
田
畑
各
等
級
ご
と
の
反
取
額
を
引
き
上
げ
た
上
で
固
定
化
す
る
と
い
う
意
味
で
の
定
免
で

あ
り
、
年
貢
の
総
量
を
あ
ら
か
じ
め
固
定
化
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
定
免
制
採
用
の
意
義
や
こ
の
間
に
い
た
る
復
旧
過
程
、



年
貢
収
納
に
関
す
る
政
策
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ま
た
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
別
稿
を
準
備
し
た
い
と
考
え
る
が
、
と
も
か

く
こ
れ
以
後
一
○
カ
年
単
位
で
定
免
制
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宝
永
の
富
士
山
噴
火
に
よ
る
被
害
の
復
旧
も
こ
こ
で
一

つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
前
提
に
し
た
「
減
米
御
緩
」
の
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
信
郷
が
表
彰
を
受
け
た
寛
政
八
年
正
月
一
五
日
の
一
一
百
後
に
、
藩
主
忠
顕
が
家
督
を
嫡
子
忠
真
に
譲
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
忠
顕
は
三
七
歳
、
忠
真
は
一
六
歳
で
あ
っ
た
。
若
年
で
の
家
督
相
続
は
、
忠
顕
が
病
弱
で
あ
っ
た
た
め

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
寛
政
六
年
の
定
免
制
の
導
入
と
寛
政
八
・
九
年
の
減
米
緩
和
は
忠
顕
の
主
導
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
一
方
で
忠
真
へ
の
代
替
り
に
と
も
な
う
措
置
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
か
ら
英
明
の
誉
れ
が
高

く
、
藩
政
の
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
忠
真
で
あ
っ
た
が
、
家
督
の
前
年
に
は
幕
府
の
許
可
を
得
て
父
忠
顕
に
か
わ
っ
て
帰
城
し
、
民
情

（
肥
）

の
視
察
を
行
な
う
と
い
う
異
例
の
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
藩
財
政
が
好
転
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
俸
禄
米
の
改
善
も
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
課
題
は
山
積
み
で
あ
っ
た
が
、
忠
真
の
時

代
は
「
改
革
」
を
標
傍
し
て
、
そ
う
し
た
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
以
下
俸
禄
米
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、

忠
真
の
改
革
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

小
田
原
藩
に
と
っ
て
は
中
興
の
租
と
称
さ
れ
る
忠
真
で
あ
る
が
、
そ
の
「
改
革
」
は
お
お
む
ね
次
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
第
一
期
は
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
か
ら
の
時
期
で
、
こ
の
七
月
に
は
総
家
中
に
対
し
て
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る
「
旧
弊
」

（
旧
）

（
釦
）

の
改
革
を
宣
言
し
た
直
書
を
出
し
、
一
一
月
に
は
領
民
に
対
し
て
も
質
素
倹
約
・
風
俗
矯
正
な
ど
に
関
す
る
申
渡
し
を
行
な
っ
た
。
八
月

に
は
父
忠
顕
が
死
去
し
て
い
る
の
で
、
実
質
的
な
御
代
は
じ
め
の
改
革
宣
言
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
後
忠
真
は
、
文
化
元
年
（
一
八

○
四
）
に
寺
社
奉
行
、
同
七
年
に
大
坂
城
代
、
同
一
二
年
に
京
都
所
司
代
と
、
幕
閣
に
お
い
て
昇
進
を
続
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
目
立
っ
た

政
策
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
期
は
む
し
ろ
、
忠
真
自
身
が
幕
閣
の
要
人
に
昇
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
役
得
や
役
職
に
対
す
る
幕

府
か
ら
の
手
当
、
拝
借
金
の
優
遇
処
置
な
ど
を
テ
コ
に
、
藩
財
政
の
建
て
直
し
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
が
重
要
で
あ

ろ
う
。
忠
真
の
領
内
に
対
す
る
政
策
が
本
格
化
す
る
の
は
、
忠
真
が
老
中
に
昇
進
し
て
江
戸
に
戻
っ
た
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
以
降
の
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享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
か
ら
文
政
一
一
年
の
御
勝
手
向
改
革
直
前
ま
で
の
動
向
を
み
る
と
、
表
１
な
ら
び
に
図
１
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
手
取
米
の
減
米
と
そ
の
緩
和
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
「
吉
岡
由
緒
書
」
の
記
事
と
合
わ
せ
て
み
る

と
、
ま
ず
享
和
三
年
に
は
「
今
年
よ
り
後
御
渡
方
相
減
」
と
し
て
、
吉
岡
家
の
手
取
米
が
九
九
俵
一
斗
余
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
手
取
率
は
二
七
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
前
章
で
寛
政
八
～
九
年
（
一
七
九
六
～
七
）
に
俸
禄
米
が
増
額
と
な
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
恐
ら
く
は
こ
れ
を
再
び
減
額
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
享
和
三
年
は
忠
真
が
旧
弊
の
改
革
を
宣

言
し
た
年
で
あ
る
。
七
月
六
日
に
出
さ
れ
た
惣
家
中
へ
の
告
諭
に
よ
れ
ば
、
そ
の
趣
旨
は
、
累
年
の
財
政
難
や
家
中
の
困
窮
に
つ
い
て
深

く
憂
慮
し
つ
つ
も
、
譜
代
大
名
の
家
柄
と
し
て
公
儀
軍
役
を
「
全
備
」
す
る
責
務
を
果
た
す
た
め
、
家
中
か
ら
領
民
に
い
た
る
ま
で
従
来

の
「
旧
弊
」
を
一
洗
し
、
質
素
倹
約
に
努
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
告
諭
の
な
か
で
も
と
く
に
規
定
ど
お
り
に
俸
禄
米
を
支

給
で
き
な
い
こ
と
や
、
累
年
の
減
米
措
置
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
忠
真
が
本
格
的
に
自
身
の
施
政
を
展
開

し
て
い
く
上
で
、
再
び
減
米
の
措
置
に
転
じ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
減
米
措
置
は
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
の
吉
岡
家
の
「
御
物
成
相
渡
通
」
（
写
）
に
も
同
様
の
数
値
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
そ
の
ま
ま
五
年
間
は
減
米
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
文
化
五
年
に
は
「
今
年
よ
り
御
渡
方
相
増
」
と
な
り
、

（
一
一
）
享
和
～
文
政
期
の
俸
禄
米
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こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
か
ら
の
時
期
で
、
こ
の
年
の
一
一
月
、
忠
真
は
「
十
ケ

年
御
勝
手
向
改
革
」
を
宣
言
し
、
藩
財
政
の
抜
本
的
な
改
革
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
政
策
の
一
端
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照

し
て
頂
き
た
い
的
一
俸
禄
米
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
文
政
三
年
の
御
勝
手
向
改
革
が
一
つ
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
こ
の
御
勝
手
向
改
革
を
境
に
そ
れ
以
前
と
以
後
に
分
け
て
俸
禄
米
の
支
給
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
、
具
体
的
な
政
策
の
展
開
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。



高
三
○
○
石
以
上
は
一
一
一
分
余
の
手
取
り
と
な
っ
た
（
一
一
一
一
一
俵
余
、
一
一
一
一
・
一
％
）
。
こ
れ
が
文
政
三
年
（
一
八
一
一
○
）
に
な
る
と
、
再

び
「
御
勝
手
方
不
如
意
一
一
付
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
年
の
暮
か
ら
三
カ
年
の
間
宝
暦
年
間
同
様
の
支
給
額
と
す
る
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
吉
岡
家
の
場
合
、
手
取
米
七
四
俵
余
（
二
○
・
二
％
）
と
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
同
家
で
は
召
使
い
の
人
数
を
減
ら
し
、

男
女
一
人
ず
つ
を
抱
え
る
だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
文
政
五
年
に
は
当
主
儀
大
夫
信
基
が
御
勝
手
方
年
寄
に
就
任
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
二
八
俵
余
の
役
米
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
俸
禄
米
の
総
支
給
額
は
一
○
二
俵
余
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
六
月
に
は
「
減
米
年
限
一
一
付
」
と
い
う
こ
と
で
、
改
め
て
手
取
米
の
増
額
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
年
の
渡
米
に
関
す
る
記
述
は
、
従
来
よ
り
若
干
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
行
高
三
○
○
石
取
以
上
が
三
分
一
厘

六
弗
で
、
以
下
「
歩
開
」
と
な
り
、
高
一
一
一
○
石
に
つ
い
て
は
五
分
八
厘
一
一
一
毛
八
弗
の
支
給
と
あ
る
。
高
一
一
一
○
石
は
知
行
取
の
中
で
は
最
低

で
あ
る
。
ま
た
「
歩
開
」
と
い
う
の
は
、
高
三
○
○
石
か
ら
一
一
一
○
石
の
間
の
手
取
米
の
支
給
率
に
つ
い
て
は
、
知
行
高
が
少
な
く
な
る
の

に
反
比
例
し
て
、
例
え
ば
二
○
○
石
、
一
○
○
石
と
い
っ
た
区
切
り
ご
と
に
次
第
に
支
給
率
（
歩
合
）
を
上
げ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
こ
れ
に
よ
っ
て
吉
岡
家
の
手
取
米
は
、
文
化
五
年
と
ほ
ぼ
同
じ
額
に
復
帰
し
（
一
一
四
俵
余
、
一
一
一
一
・
一
％
）
、
こ
れ
に

御
勝
手
方
年
寄
役
の
役
米
と
し
て
四
六
俵
余
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
忠
真
が
旧
弊
の
改
革
を
宣
言
し
た
享
和
三
年
か
ら
文
政
中
期
に
か
け
て
は
、
減
米
と
緩
和
の
措
置
が
一
定
の
年
度
を
定
め

て
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
は
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
直
接
傍
証

す
る
史
料
も
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
藩
財
政
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
点
目
は
、
年
貢
収
納
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
年
貢
の
収
量
に
つ
い
て
は
、
先
に
上
知
村
々
が
返
還
さ
れ
た
後
に
最
低
額
を

（
配
）

示
す
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
さ
ら
に
藩
領
の
全
収
量
が
確
認
で
き
る
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
の
動
向
を
み
る
と
、
宝
暦
五
年
か
ら

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
ま
で
の
間
は
三
万
一
○
○
○
石
台
か
ら
一
一
一
万
一
一
一
○
○
○
石
台
の
間
を
上
下
し
、
そ
の
後
安
永
元
年
（
一
七
七
一
一
）

か
ら
定
免
制
導
入
前
の
寛
政
五
年
（
一
七
九
一
一
一
）
ま
で
は
、
飢
謹
な
ど
の
年
度
を
除
い
て
一
一
一
万
五
○
○
○
石
前
後
ま
で
復
帰
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
藩
当
局
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
勝
手
方
頭
取
の
家
老
吉
野
図
書
ら
を
上
方
に
派
遣
し
て
低
利
の
新
借
を
頼
み
、

（
妬
）

翌
年
に
は
江
戸
の
商
人
に
対
し
て
利
下
げ
の
趣
法
を
依
頼
し
て
い
る
。
さ
ら
に
文
政
五
年
に
は
、
今
度
は
勝
手
方
年
寄
の
士
口
岡
儀
大
夫
ら

を
上
方
に
派
遣
し
て
、
文
化
六
年
（
一
八
○
九
）
以
前
の
借
金
の
五
カ
年
休
年
を
依
頼
し
、
さ
ら
に
同
七
年
以
来
の
借
金
に
つ
い
て
は
、

（
躯
）

入
ノ
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
定
免
制
導
入
後
の
寛
政
六
年
か
ら
文
化
一
四
年
（
一
七
一
七
）
の
間
は
四
万
石
か
ら
四
万
二
○
○
○
石
に
ま
で
上
昇
し
、
文
政
元

年
（
一
八
一
八
）
か
ら
の
五
年
間
は
四
万
二
○
○
○
石
か
ら
最
高
で
四
万
五
○
○
○
石
台
と
、
ほ
ぼ
上
知
直
後
の
レ
ベ
ル
ま
で
回
復
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
か
け
て
は
飢
鰹
や
酒
匂
川
の
洪
水
の
影
響
が
あ
る
と
は
い
え
、
か
な
り

上
下
が
激
し
く
、
平
均
で
も
三
万
七
○
○
○
石
に
満
た
な
い
収
納
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
年
貢
の
収
量
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
享
和
三
年
か
ら
文
政
末
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
元
禄
の
地
震
や
宝
永
の
砂

降
り
の
被
害
か
ら
一
応
の
復
旧
を
果
た
し
た
時
期
で
あ
り
、
定
免
制
導
入
の
効
果
と
あ
い
ま
っ
て
、
比
較
的
安
定
し
た
収
納
が
得
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
に
み
ら
れ
る
「
減
米
と
御
緩
」
は
、
年
貢
の
収
納
そ
の
も
の
と
直
結
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と

く
に
文
政
三
年
に
減
米
が
実
施
さ
れ
た
前
後
は
、
延
享
四
年
以
降
で
は
最
高
額
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
藩
の
借
財
で
あ
る
。
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
だ
け
を
あ
げ
て
も
、
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
に
忠
真
が

大
坂
城
代
に
就
任
し
た
際
に
一
万
両
、
同
一
一
一
年
の
京
都
所
司
代
就
任
の
際
も
一
万
両
を
借
用
し
、
こ
の
他
に
も
同
一
三
年
に
は
同
年
の

領
内
大
風
損
毛
に
つ
い
て
五
○
○
○
両
、
さ
ら
に
翌
一
四
年
に
も
二
月
に
発
生
し
た
小
田
原
城
下
の
大
火
と
、
光
格
天
皇
か
ら
仁
孝
天
皇

（
調
）

へ
の
譲
位
に
関
す
る
入
用
と
し
て
五
○
○
○
両
を
借
用
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
そ
の
総
額
は
一
二
万
両
に
お
よ
ぶ
が
、
文
政
期
以
降
は

（
劃
）

毎
冬
一
二
○
○
○
両
ず
つ
を
返
済
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
幕
府
公
金
の
借
用
以
外
に
も
上
野
寛
永
寺
の
名
目
金
や
、
馬
喰
町

貸
付
金
・
韮
山
貸
付
金
な
ど
の
借
用
も
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
江
戸
や
大
坂
・
京
の
商
人
な
ど
か
ら
の
借
財
も
多
大
で
、
先
に
上
げ
た
領
内

の
損
毛
や
小
田
原
城
下
の
大
火
と
い
っ
た
災
害
、
朝
廷
の
譲
位
行
事
に
と
も
な
う
費
用
に
加
え
て
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
異
国

船
渡
来
、
妹
の
婚
姻
費
用
な
ど
の
入
用
が
嵩
み
、
積
り
積
っ
て
文
政
五
年
（
一
八
二
一
一
）
の
段
階
で
一
一
四
万
両
余
に
お
よ
ん
で
い
る
と
い



こ
れ
ら
の
積
金
趣
法
は
い
ず
れ
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
満
会
の
際
に
割
り
戻
さ
れ
る
額
は
、
例
え
ば
惣
益
趣
法
で
は
四
○

万
両
余
に
お
よ
ぶ
な
ど
、
集
金
の
額
も
大
き
い
が
、
そ
の
分
リ
ス
ク
も
ま
た
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
政
七
年
の
減

米
差
戻
し
に
つ
い
て
褒
賞
を
受
け
た
勝
手
方
の
家
老
吉
野
図
書
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
度
々
の
出
水
や
過
分
の
物
入
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

前
年
に
大
成
趣
法
を
計
画
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
関
東
御
借
用
返
済
之
道
も
開
ヶ
、
カ
ヲ
得
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
成
趣
法

（
調
）

が
こ
の
年
の
俸
禄
米
上
昇
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
趣
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
当
時
の
藩
が
直
面

し
た
問
題
の
深
刻
さ
と
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
当
該
期
の
社
会
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
積
金
趣
法
に
つ
い
て
は
、
借
財

整
理
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
別
稿
を
準
備
し
た
い
と
考
え
る
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
、
そ
れ
が
文
政
一
一
年
か
ら
始
ま
る
十
ケ
年
御
勝

手
向
改
革
の
一
つ
の
重
要
な
前
提
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
”
）

五
カ
年
の
据
え
置
き
と
利
下
げ
を
頼
み
込
む
な
ど
、
借
財
の
整
理
に
奔
走
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
政
一
二
年
の
減
米
は
と
く
に
こ
う
し
た

事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

そ
れ
だ
け
に
第
一
一
一
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
借
財
整
理
と
と
も
に
行
な
わ
れ
た
財
政
再
建
策
を
上
げ
た
い
。
と
く
に
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、
財
政
再
建
策
と
し
て
の
積
金
趣
法
で
あ
る
。
積
金
趣
法
と
は
一
種
の
無
尽
講
・
頼
母
子
講
の
類
で
、
小
田
原
藩
で
は
文
政

六
年
に
大
成
趣
法
、
同
八
年
に
惣
益
趣
法
と
称
す
る
積
金
趣
法
を
展
開
し
、
同
九
年
か
ら
は
上
方
に
お
い
て
積
金
趣
法
を
行
な
っ
て
い

（
錫
）る

。
こ
の
う
ち
大
成
趣
法
は
、
家
臣
や
領
民
を
対
象
に
し
た
も
の
で
、
関
東
に
お
け
る
借
財
の
返
済
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
成

趣
法
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
趣
法
の
内
容
が
不
明
で
あ
る
が
、
惣
益
趣
法
は
と
く
に
江
戸
の
商
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
一
会
に
一
口

一
○
○
両
ず
つ
一
○
○
口
一
万
両
を
集
め
よ
う
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
方
に
お
け
る
積
金
趣
法
は
、
文
政
五
年
の

借
財
五
カ
年
据
え
置
き
趣
法
の
年
限
を
契
機
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
ち
ら
は
一
会
に
一
口
四
貫
目
ず
つ
一
○
○
口
四
○
○
貫
目

を
集
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

615

小田原藩における俸祇米問題と行財政の改革



（
三
）
十
ケ
年
御
勝
手
向
改
革
と
俸
禄
米
の
改
正

廿
九
俵

616

（
釦
）

文
政
一
一
年
（
一
八
一
一
八
）
一
一
月
、
忠
真
は
家
中
に
対
し
直
書
を
も
っ
て
一
○
カ
年
の
御
勝
手
向
改
革
を
宣
言
し
た
。
同
時
に
出
さ

れ
た
家
老
の
添
書
と
あ
わ
せ
て
ま
と
め
れ
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
改
革
は
、
積
り
積
っ
た
借
財
の
「
減
借
」
を
最
重
要
課
題
と
し
て
、

藩
財
政
の
再
建
の
た
め
に
そ
の
「
土
台
」
を
定
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
一
○
カ
年
の
問
上
下
あ
わ
せ
て
「
一
際
之
御
省
略
」
を
め
ざ
そ
う
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
減
借
の
方
途
と
し
て
は
、
関
東
の
銀
主
共
へ
惣
益
趣
法
を
本
と
し
て
「
減
借
之
道
示
談
に
お
よ
び
」
、
御
高
外
役

や
御
所
務
、
さ
ら
に
は
大
成
趣
法
な
ど
を
幕
府
へ
の
返
納
金
や
名
目
金
の
返
納
に
振
り
向
け
る
が
、
そ
れ
で
も
家
中
を
含
め
た
全
借
財
の

三
分
の
一
に
も
お
よ
ば
な
い
。
そ
こ
で
「
其
余
是
を
省
、
彼
を
欠
き
、
前
書
多
分
之
不
足
を
補
」
う
た
め
に
、
関
東
に
お
け
る
領
地
の
朱

印
高
の
内
四
ッ
物
成
（
四
○
％
）
を
「
土
台
」
と
定
め
、
さ
ら
に
こ
の
内
四
○
％
を
藩
主
や
御
台
所
の
入
用
に
、
六
○
％
を
家
中
の
俸
禄

米
に
振
り
分
け
、
そ
の
実
を
上
げ
る
た
め
に
一
○
カ
年
の
間
格
別
の
倹
約
を
命
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
一
二

月
の
「
御
暮
方
御
土
台
中
勘
」
に
よ
れ
ば
、
関
東
御
朱
印
高
四
ッ
物
成
を
八
万
六
六
四
一
一
俵
余
（
米
七
万
四
八
六
七
俵
、
畑
方
金
四
七
三

（
訓
）

七
両
余
）
と
計
上
し
て
お
り
、
石
に
直
せ
ば
一
二
万
一
一
○
五
七
石
余
が
そ
の
基
本
財
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
文
政
一
一
年
に
は
藩
財
政
の
抜
本
的
な
改
革
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
表
１
お
よ
び
図
１
を
み
る
限
り
、
こ
れ
以
降

吉
岡
家
の
手
取
米
は
若
干
な
が
ら
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
吉
岡
家
の
手
取
米
に
は
、

こ
の
改
革
に
と
も
な
う
俸
禄
米
改
正
の
方
法
と
吉
岡
家
の
事
情
と
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
の
で
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
こ
の
時
の
俸
禄
米
の
改
正
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
忠
真
の
直
書
の
中
で
も
「
先
々
次
第
を
以
渡
方
・
役
高
等
相
改
候
」
こ
と

が
申
し
渡
さ
れ
た
が
、
次
の
史
料
は
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
記
さ
れ
た
俸
禄
米
改
正
の
記
事
で
あ
る
。

一
十
一
月
御
改
革
被
仰
出
、
在
役
之
者
三
百
石
以
上
七
分
或
ハ
六
分
渡
、
以
下
歩
落
、
無
役
一
一
一
百
石
以
上
五
分
渡
、
其
以
下
歩
落

之
御
渡
二
て
、
高
三
百
四
十
石
、
根
取
百
八
十
三
俵
余
、
当
年
分
掛
御
手
伝
被
仰
付
候
問
、
来
丑
年
手
取
米
之
三
分
減
二
て
百



さ
て
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
、
在
役
の
者
に
は
根
取
七
分
渡
と
六
分
渡
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
表
２
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ま
ず
御
番
帳
入
で
は
、
大
年
寄
以
下
の
四
職
と
大
目
付
以
下
の
一
五
職
の
内
一
○
○
石
以
上
が
七
分
渡
で
、
御
麓
奉
行
以
下
二
○
職
の
内

同
じ
く
一
○
○
石
以
上
が
六
分
渡
と
な
っ
て
い
る
。
御
番
帳
外
で
は
立
合
役
以
下
二
○
職
の
内
一
○
○
石
以
上
が
七
分
渡
、
同
じ
く
坊
主

組
頭
以
下
一
二
職
が
六
分
渡
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
○
○
石
以
上
七
分
渡
と
な
る
役
職
に
つ
く
場
合
、
知
行
高
が
一
一
一
○
石
以
下
で
あ

れ
ば
九
分
渡
と
な
り
、
そ
の
問
は
「
歩
開
」
と
あ
る
。
ま
た
一
○
○
石
以
上
六
分
渡
で
あ
れ
ば
、
三
○
石
以
下
は
八
分
五
厘
渡
で
、
こ
の

間
も
同
じ
く
「
歩
開
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
歩
開
」
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
知
行
高
が
減
る
ご
と
に
率
を
上
げ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、

考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
規
定
で
は
、
本
来
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
禄
米
に
対
し
て
○
分
渡
と
い
う
よ
う
に
支
給
率
を
乗
じ
て
各
人
の
手
取
米
が
決
定
さ
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
政
一
一
年
の
改
正
で
は
、
ま
ず
知
行
高
と
役
職
に
つ
い
て
い
る
か
否
か
を
基
準
に
、
一
定
の
率
を
乗
じ
て
基
本

的
な
支
給
額
を
決
定
し
（
根
取
米
と
い
う
）
、
さ
ら
に
「
御
手
伝
（
引
）
」
と
称
し
て
、
こ
こ
か
ら
そ
の
年
の
豊
凶
や
財
政
事
情
に
応
じ
て
、

○
分
減
と
い
う
よ
う
に
一
定
の
額
が
差
し
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
歩
掛
と
い
う
）
。
史
料
に
よ
る
と
、
在
役
の
者
で
三
○

○
石
以
上
は
七
分
な
い
し
は
六
分
渡
を
根
取
米
と
し
、
以
下
は
「
歩
落
」
と
な
り
、
無
役
で
あ
れ
ば
三
○
○
石
以
上
は
五
分
渡
で
、
こ
れ

も
以
下
「
歩
落
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

小
田
原
藩
に
お
け
る
家
臣
団
の
編
成
は
、
御
番
帳
入
と
御
番
帳
外
を
は
じ
め
と
し
て
、
組
抜
・
組
並
・
諸
組
付
と
い
っ
た
階
層
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
職
名
を
基
準
と
し
た
格
席
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
御
番
帳
入
は
上
・
中
級
の
家
臣
で
正
式
の
士
分
と
認
め

ら
れ
た
家
臣
で
あ
り
、
御
番
帳
外
は
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
家
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
諸
組
付
は
、
各
種
の
番
組
に
編
成
さ
れ
た

組
足
軽
で
、
そ
の
下
に
中
間
や
武
家
奉
公
人
な
ど
の
下
級
家
臣
が
い
た
。
組
抜
・
組
並
は
、
組
足
軽
（
諸
組
付
）
の
上
位
に
位
置
す
る
足

軽
層
で
あ
る
。
表
２
は
天
保
四
年
次
（
一
八
三
一
一
一
）
の
俸
禄
米
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
ず
は
御
番
帳
入
・
外
と
い
っ
た
区
分
ご
と
に
、

役
職
に
応
じ
た
支
給
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
一
○
○
石
以
上
が
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
の
記

述
と
棚
齢
す
る
が
、
他
の
史
料
と
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
天
保
元
年
（
一
八
三
○
）
に
は
一
○
○
石
以
上
が
基
準
と
な
っ
た
と
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⑭
［
④

表２天保４年次家中御渡米規定

註）・「小田原領明細調壱」（『二宮尊徳全集」第16巻19頁より作成）

．＠は、知行高による歩掛がないことを示す

区分 役 職
根取米支給率

100石以上 99～30石 30石以下

御手伝引

100石以上 99～30石 30石以下

御番帳入 大年寄／御家老／年寄／御用人

大目付／御側目付／寺社奉行／町奉行／郡奉行／

御目付／大勘定奉行／御普請奉行／御屋敷奉行／

山奉行／大金奉行／吟味役／御代官／改役／

御貸物取立:役

御譲奉行／御鑓奉行／御持頭／御先手頭／箱根伴頭／

根府川伴頭／御使番／御近習／御手道具預／

御道具目付／ 箱 根 横 目 ／ 奥 医 ／ 御 案 役 ／ 御 使 者 役 ／

御武具預／御数寄屋方／御料理人頭／

所々御関所御番 士 ／ 上 々 様 附 ／ 主 税 殿 用 向 取 扱

摂7可郡奉行〆摂河御代官

<無役＞

<小児／役金差出候者＞

＠0.7

０．７

０．６

＠0.95

０．５

０．３

開
開
開
開

歩
歩
歩
歩

０．９

０．８５

０．８

０．６

記
妬
妬
あ
あ

０
０
０
０
０

－
一

一
一

＠

歩合落減

歩合落減

歩合落減

歩合落減

睡
唖

０
０

唖
唖

０
０

御番帳外 立合役／御雑用奉行／浦代官／山代官／

御屋敷方下役／御道具目付下役／御蔵役／本木奉行／

御勘定人／御肴奉行／寺社奉行手代／町奉行手代／

郡奉行手代／川除方／開発方／御大工頭／

／役見

扱
米
／

取
／
主

励
離
糊

御
所
／

／
筆
方

梁
右
料

棟
御
飼

官
／
／

砂
筆
預

／
右
具

梁
御
道

棟
／
鞍

師
役
／

葺
賀
方

／
伊
船

梁
／
御

棟
／

》
預

虹御
坊
鮒
上々様御番人／御中間小頭

摂河郡奉行手代・開発方小頭兼帯

<無役＞

<小児／役金差出候者＞

５

７
６
９
５
３

０
０
０
０
０
＠

開
開
開
開

歩
歩
歩
歩

閲
８
６

９

０
０
０
０

あ
あ
妬
妬

０
０
０
０

一

一

一

ー

歩 合落減

歩合落減

歩合落減

歩合落減

唖
唾
０
０

睡
唖

０
０

諸組附 ＠0.8



そ
の
逆
が
「
歩
落
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
「
歩
落
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
間
違
い
で
あ
る
。

一
方
無
役
に
つ
い
て
は
、
御
番
帳
入
・
外
の
い
ず
れ
も
一
○
○
石
以
上
が
五
分
渡
で
、
以
下
「
歩
開
」
と
な
り
、
三
○
石
以
下
は
八
分
渡

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
役
金
差
出
候
者
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
小
児
」
は
元
服
前
に
家
督
を
継
い
で
家
臣
の
列
に
加
わ
っ

た
も
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
御
番
帳
入
も
外
も
一
○
○
石
以
上
が
三
分
渡
で
、
以
下
「
歩
開
」
、
そ
し
て
一
一
一
○
石
以
下
は
六
分
渡
と

い
う
規
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
摂
河
領
分
に
関
す
る
役
職
は
御
番
帳
入
・
外
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
で
九
分
五
厘
渡
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
遠
方
の
職
務
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
上
方
商
人
と
の
交
渉
な
ど
が
重
要
視
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
御
番
帳
外
に
つ
い
て
は
、
知
行
取
の
家
臣
は
最
高
で
四
○
石
台
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
切
米
・
扶
持
取
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
に
上
げ
ら
れ
た
規
定
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
切
米
・
扶
持
取
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
を
知
行
高
に
換
算
し
た

処
置
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
（
後
述
）
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
御
番
帳
入
の
規
定
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
に
は
四
○
石
以
下
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
ま
た
、
諸
組
付
（
組
足
軽
）
は
一
律
で
八
分
渡
と
な
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
全
体
的
に
み
れ
ば
御
番
帳
入
も
外
も
番
方
の
役
職
よ
り
役
方
の
役
職
の
方
が
厚
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

以
上
が
家
臣
各
人
の
基
本
と
な
る
根
取
米
の
算
出
方
法
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
の
支
給
に
際
し
て
は
、
さ
ら
に
こ

こ
か
ら
そ
の
年
の
豊
凶
や
財
政
状
況
に
よ
っ
て
「
御
手
伝
引
」
が
課
せ
ら
れ
た
。
家
老
の
直
書
添
書
に
お
い
て
も
、
「
勿
論
豊
凶
に
よ
り

年
々
不
同
可
有
之
」
と
い
い
、
本
来
な
ら
ば
「
一
同
本
知
に
も
被
差
戻
度
思
召
」
で
は
あ
る
が
、
何
分
に
も
行
き
届
か
ず
、
「
右
御
渡
し

方
す
ら
諸
役
切
詰
、
且
全
月
御
手
当
・
臨
時
御
備
金
等
」
を
除
け
ば
、
「
則
御
渡
方
之
減
」
と
な
り
、
「
不
時
御
入
用
到
来
之
節
は
直
に
御

差
支
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
「
其
節
は
上
下
歩
合
を
以
相
減
取
償
候
積
に
付
、
一
同
へ
も
割
合
御
手
伝
可
被
仰
付
候
」
こ
と
が
告
げ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
２
に
よ
れ
ば
、
天
保
四
年
次
（
実
際
に
は
こ
の
前
年
の
一
一
月
に
決
定
さ
れ
た
も
の
）
に
は
一
○
○
石
以
上

は
一
律
で
二
分
五
厘
引
き
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
「
歩
合
落
減
」
Ⅱ
歩
落
で
、
三
○
石
以
下
は
こ
れ
も
一
律
で
八
厘
三
毛
三
弗
引
き
と
な
っ

て
い
る
。
「
御
手
伝
引
」
に
つ
い
て
は
、
知
行
高
に
よ
る
差
の
み
で
、
役
職
に
よ
る
差
別
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
役
高
の
改
正
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
役
高
は
役
職
に
応
じ
た
手
当
て
を
○
俵
高
と
い
う
よ
う
に
定
め
た
も
の
で
、
家
禄
が
そ
の
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役
高
に
達
し
な
い
場
合
、
在
職
中
に
限
り
そ
の
不
足
分
を
役
米
と
し
て
支
給
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
足
高
の
一
種
で
あ
る
。
小
田
原
藩

で
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
正
月
に
、
諸
役
人
御
役
料
、
外
被
下
米
金
銀
、
御
貸
若
党
・
中
間
と
い
う
名
目
を
改
め
て
採
用
さ
れ
た
と

（
犯
）

い
う
。
も
っ
と
も
当
時
の
詳
し
い
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
天
保
四
年
次
の
も
の
が
確
認
で
き
る
。
表
３
が
こ
れ
を
ま
と
め
た
も

（
犯
）

い
入
ノ
Ｏ
Ｊ
Ｄ
（

の
で
あ
る
。
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表
３
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
御
番
帳
入
・
外
の
各
役
職
ご
と
に
「
御
役
高
米
」
（
役
俵
）
が
定
め
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
役
職
に
よ
っ

て
二
分
な
い
し
は
一
分
、
五
厘
が
差
し
引
か
れ
て
「
手
取
米
」
を
算
出
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
そ
の
年
の
「
役
掛
」
が
差
し
引
か
れ
て

「
残
米
」
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
残
米
」
が
実
際
の
支
給
額
で
あ
る
が
、
天
保
四
年
次
で
は
こ
の
「
役
掛
」
の
比
率
が
最
高
で
二

分
五
厘
と
な
っ
て
お
り
、
俸
禄
米
の
支
給
規
定
に
対
応
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
こ
の
役
高
米
の
算
出
方
法
自
体
が
、
支
給
率

を
乗
じ
る
か
、
減
率
を
定
め
る
か
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
の
支
給
額
を
減
じ
て
新
た
に
基
準
額
を
定
め
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
年
々

の
状
況
に
応
じ
て
一
定
の
率
を
差
し
引
い
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
点
で
同
様
の
仕
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
御
取
締
り
が
命
じ
ら
れ
た
際
、
役
高
米
も
「
六
月
よ
り
三
分
減
シ
、
七
分
渡
」
と
な
っ
た
こ
と
と
対

（
調
）

照
的
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の
時
の
御
勝
手
向
改
革
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
文
政
二
年
に
は
御
勝
手
向
改
革
に
応
じ
て
、
俸
禄
米
お
よ
び
役
高
米
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
非
常
に
細
か
い
規
定
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
家
臣
の
俸
禄
米
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
変
化
を
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
表
１
．
図
１
を
参
考
に
吉
岡
家
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

吉
岡
家
の
手
取
米
を
検
討
す
る
場
合
、
ま
ず
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
政
二
年
八
月
一
一
一
日
付
け
で
儀
大
夫
が
御
勝

手
方
年
寄
役
を
解
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
が
、
と
も
あ
れ
「
吉
岡
由
緒
書
」
の
中
で

吉
岡
家
の
根
取
米
が
一
八
三
俵
余
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
儀
大
夫
が
無
役
と
な
っ
た
た
め
に
根
取
五
分
渡
が
適
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
つ

（
弧
）

た
。
も
し
在
役
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
七
分
渡
で
あ
る
か
ら
根
取
米
は
一
一
五
六
俵
余
と
な
り
、
そ
の
差
額
は
七
一
二
俵
余
に
も
お
よ
ぶ
。
図
１

で
は
七
分
渡
の
根
取
米
を
▽
で
、
五
分
渡
の
根
取
米
を
■
で
示
し
た
。
実
際
に
は
こ
こ
か
ら
「
御
手
伝
引
」
分
が
差
し
引
か
れ
た
上
で
手
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表３天保４年次御家中御役高米の規定

区分

御番巾長入

御番巾長夕1．

役Ｉ微

年寄役

御用人

弓 大 目 付 ” 御 目 付

御鑑奉行〆御才寺組 頭一

御先手豆頁〆箱根ｲ半頭

御金遣奉行〆

大甚b定奉行

兼肴芋

jt艮府ﾉ11ｲ半頭

・御普冒青奉行

寺社奉行・町奉行・郡奉行
兼肴芋

才蔓７可郡奉ｲテ

御屋勇k奉行・山奉行．
ｲ卸道』ユ目ｲ寸兼帯

箱木艮横目

箱木艮御番士

御案役〆木艮府ﾉ１１．矢倉可i尺．
川村・イ山石原・谷ケ村

御番士

大金奉行・吟味;役兼帯

御代官、大川通ﾉ'1除・村々

士橿川除開発方改役、 御 貸 物

取立役兼;帯

摂?可御代官・御賄方兼5帯

摂?可１卸代官

坊手釦頭

立合役２．御

御蔵役冒涜帯

御右豊窒

雑用奉イテ．

#甫代官、寺社奉行呈手ﾉ代、

町奉行三手代、郡奉行手ﾉ代、

大jIli重ﾉ１１除方・』樫川除開発

方言演帯

山 代官 ・御 屋敷 方下 役:．
樹j道具目付下役兼帯

本木著呈行"御勘定人／御７重
方取ｵ及々御大エ棟 梁

御右筆E所管F役：

浜蔵役・飼米斗方。
革安道具預兼帯

寺社奉行手代､町奉行三手ｲセ 、

郡奉行三手ｲセ 、 大ﾉ11通川除方
． ｊ 橿 川 除 開 発 方 兼帯

摂7可郡奉行・開発方Ｊ､頭
素E帯

御ﾌに工豆頁

葺師)f東梁一砂官*東梁

諸組Ｊ､頭

御ｲ受高米

5001表

300

1２０

150

1００

4３

200

200

7８

４７

4３

4０

6１

6７

1１０

6０

3３

5０

3０

4８

4３

3９

３０

3５

4６

３７

４２

3６

３１

j威 手取うＫ

-０．２ 400ｲ表

-０．２ 240

-０．１ 1０８

-０．１ 1３５

－０．１ 9０

-０．１ 3８．７

-０．１ 1８０

-０．０５ 190

-０．１ 7０．２

-０．１ ４２．３

－０．１ ３８．７

－０．１ 3６

-０．１ 5４．９

－０．１ ６０．３

-０．０５ 1０４．５

-０．０５ ５７

-０．１ 2９．７

-０．１ ４５

-０．１ 2７

-０．１ 4３．２

-０．１ 3８．７

-０．１ 3５．１

-０．１ ２７

-０．１ ３１．５

-０．１ ４１．４

-０．０５ 3５．１５

-０．１ 3７．８

-０．１ 3２．４

-０．１ 2７．９

註）・「小田原領明細調壱」「二宮尊徳全集」第16巻19頁より作成。

．＊は、「役掛歩落減弓|」を手取米と残米から独自に言十j車した。
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－０．２５ 3001表

-０．２５ 1８０

－０．２５ ８１

-０．２５ 1０１．２５

-０．２５ 6７．５

＊－０．１１０４ 34.4257

－０．２５ 1３５

-０．２５ 1４２．５

＊－０．２３７２ 53.5453

＊－０．１２４３ ３７．０４３６

＊－０．１１０４ 34.4257

＊－０．０９８３ ３２．４６１１

＊－０．１６２２ ４５．９９と4８

＊－０．１８６３ 49.0679

-０．２５ 7８．３７５

＊－０．１４１７ 48.9249

＊－０．０８７５ ２７．１００８

＊－０．１２２３ 39.4956

－０．０８３３ 24.7509

＊－０．１１６６ 3８．１６４

＊－０．０９９７ 34.8406

＊－０．０９３３ ３１．８２５２

－０．０８３３ 24.7509

＊－０．０９０９ 28.6366

＊－０．１１０２ 36.8382

＊－０．０９０８ ３１．９７５８

＊－０．０９６９ 34.1373

＊－０．０８９１ 2９．５１３１

０． 2７．９
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取
米
が
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
吉
岡
家
で
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
家
督
を
継
い
だ
信
寛
（
の
ち
信
之
）
が
、
翌
年
の
四
月
に

御
目
付
役
を
拝
命
し
た
こ
と
で
在
役
七
分
渡
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
図
１
で
は
、
こ
の
間
に
七
分
渡
で
あ
っ
た
場

合
の
手
取
米
の
変
遷
に
つ
い
て
も
▲
で
示
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
政
一
一
年
か
ら
天
保
五
年
ま
で
の
七
カ
年
間
は
、
無
役
で
あ
っ
た
た
め
に
手
取
米
に
し
て
平
均
一
二
八
俵
余
（
平

均
三
五
％
）
で
あ
っ
た
が
、
在
役
で
あ
れ
ば
平
均
で
一
七
九
俵
余
（
四
九
％
弱
）
と
な
り
、
五
○
俵
程
度
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
儀
大
夫
は
年
寄
役
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
れ
ば
、
天
保
四
年
の
飢
鐘
を
除
い
て
最
高
で
一
一
三
○
俵
、

最
低
で
も
二
六
○
俵
を
受
け
取
る
計
算
に
な
り
、
そ
の
平
均
は
二
七
八
俵
余
、
差
額
の
平
均
も
一
五
○
俵
余
と
な
る
の
で
あ
る
。
表
１
．

図
１
に
み
え
る
吉
岡
家
の
手
取
米
は
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
間
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
か
に

よ
っ
て
そ
の
変
化
も
ず
い
ぶ
ん
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
扱
う
際
に
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
旅
↑
そ
れ
に
し
て
も
役
職
に
つ
い
て
い
る
か
否
か
の
差
は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
表
４
は
そ
の
点
を
検

討
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
４
は
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
記
さ
れ
た
歩
掛
Ⅱ
御
手
伝
引
の
記
事
を
参
考
に
、
一
○
○
石
以
上
の
家
臣
に
適
用
さ
れ
た
在
役
七
分
渡
・

六
分
渡
と
無
役
五
分
渡
、
お
よ
び
三
○
石
の
家
臣
に
適
用
さ
れ
た
在
役
九
分
渡
・
八
分
五
厘
渡
と
無
役
八
分
渡
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

十
ケ
年
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
た
期
間
に
お
け
る
各
年
の
手
取
米
支
給
率
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
摂
河
領
分
役
人
の
根

取
九
分
五
厘
渡
の
場
合
も
上
げ
て
お
い
た
。
表
４
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
一
○
○
石
以
上
の
根
取
七
分
渡
、
六
分
渡
、
五
分
渡
の
平
均
支
給
率

は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
七
・
五
％
、
四
○
・
七
％
、
三
一
一
一
・
九
％
で
あ
り
、
最
高
は
天
保
五
年
に
記
録
し
た
五
六
・
○
％
、
四
八
・
○
％
、
四

○
・
○
％
と
な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
天
保
四
年
と
七
年
の
飢
謹
時
の
支
給
率
は
低
く
、
全
体
の
平
均
を
引
下
げ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
を
除
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
は
五
○
・
一
％
、
四
一
一
一
・
○
％
、
一
一
一
五
・
％
と
な
る
。
一
方
三
○
石
に
つ
い
て
は
、
根
取
九
分
渡
、

八
分
五
厘
渡
、
八
分
渡
の
平
均
支
給
率
が
六
一
・
○
％
、
五
七
・
六
％
、
五
四
・
二
％
で
、
飢
謹
年
を
除
け
ば
六
四
・
五
％
、
六
○
・
九

％
、
五
七
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
根
取
一
分
で
さ
え
そ
の
差
は
大
き
く
、
役
職
に
つ
け
る
か
否
か
が
家
臣
の
生
活
を
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註） 平均の内（）内は天保４，７年の飢鐘時を除いたもの。

天保４年（天保３年決定分）の「御手伝引」は表２では‐0.25となっているが、

｢吉岡由緒書」の記述（表ｌ）にあわせた。

大
き
く
左
右
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
、

現
実
問
題
と
し
て
、
三
○
○
石
以
上
に
お
け
る
支
給
率
五
○
％

で
す
ら
正
徳
元
年
の
レ
ベ
ル
に
よ
う
や
く
戻
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
俸
禄
米
が
増
加
す
る
と
い
っ
て
も
相
対
的
な
も
の
で
し

か
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
九
分
五
厘
渡
で
き
え
、
実
際

に
は
平
均
で
六
四
・
四
％
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
表
１
お
よ
び
図
１
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

三
○
○
石
以
上
の
家
臣
で
あ
れ
ば
、
無
役
で
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
以
前
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
れ
ば
若
干
な
り
と
も
増
米
と
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
役
職
に
つ
け
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

一
方
三
○
石
層
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
に
六
六
・
六
％
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に

五
八
・
六
％
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
れ

ら
と
比
べ
れ
ば
、
た
と
え
在
役
九
分
渡
で
あ
っ
て
も
寛
政
九
年

の
レ
ベ
ル
に
は
届
か
ず
、
文
政
七
年
の
レ
ベ
ル
で
す
ら
在
役
九

分
渡
か
、
飢
鐘
年
を
除
い
た
在
役
八
分
五
厘
渡
以
上
で
な
け
れ

ば
届
か
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
三
○
○
石
以
上
は
、
寛
政

九
年
で
三
六
・
四
七
％
、
文
政
七
年
で
一
一
一
一
・
○
六
％
で
あ
っ

た
か
ら
、
無
役
で
あ
っ
て
も
文
政
七
年
の
レ
ベ
ル
以
上
で
あ
る

し
、
と
も
か
く
役
職
に
つ
け
ば
、
寛
政
九
年
以
上
の
支
給
率
を
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表４文政11～天保８年の渡方別俸禄米支給率

年代 西暦 御手伝引
知行高100石以上

雛7髄 雛6髄 5雅

知行高30石

搬9傭 搬8分5畷 8髄

緬微

粉5醗

Ⅱ
ｕ
元
２
３
４
５
６
７
８

政
保

文
天

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

５
６
６
５

３
３
３
２
２
４
２
３
５
３

●
●
●
●
●
●
●
●
●
■

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

49.0％

45.5

49.0

51.8

51.8

38.5

56.0

49.0

35.0

49.0

42.0％

39.0

42.0

44.4

44.4

33.0

480

42.0

30.0

42.0

35.0％

32.5

35.0

370

37.0

27.5

40.0

35.0

25.0

35.0

63.0％

58.5

63.0

66.6

66.6

49.5

72.0

63.0

45.0

63.0

59.5％

55.3

59.5

62.9

62.9

46.8

68.0

59.5

42.5

59.5

56.0％

52.0

56.0

59.2

592

44.0

640

56.0

40.0

56.0

66.5％

61.8

66.5

70.3

70.3

52.3

76.0

66.5

47.5

66.5

平均 -0.32

(‐0.28）

47.5

(50.1）

40.7

(50.1）

33.9

(35.8）

61.0

(64.5）

57.6

(60.9）

54.2

(57.3）

64.4

(68.0）



受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
寛
政
九
年
の
支
給
率
は
、
享
保
一
九
年
（
一
七
一
一
一
四
）
か
ら
文
政
一
○
年
（
一
八
二
七
）
の
間
で
は

も
っ
と
も
高
い
数
値
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
知
行
高
の
大
き
い
家
臣
の
引
率
が
大
き
か
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
俸
禄
米
の
支
給
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
御
勝
手
向
改
革
に
と
も
な
う
改
正
で
は
、
知
行
高
の
大
き
い
も
の
ほ
ど
有

利
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
家
禄
が
大
き
い
だ
け
に
、
た
と
え
一
％
で
あ
っ
て
も
そ
の
効
果
は
大
き
い

こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
と
考
え
る
が
、
と
も
あ
れ
一
般
的
な
常
識
に
し
た
が
え
ば
、
藩
財
政

の
改
革
が
断
行
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
俸
禄
米
の
削
減
が
は
か
ら
れ
て
も
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
逆
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、

一
定
レ
ベ
ル
そ
れ
が
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
改
革
の
基
本
方
針
と
し

て
、
一
方
で
収
支
の
基
礎
を
固
め
、
財
政
の
再
建
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
家
臣
の
俸
禄
米
を
増
加
す
る
と
い
う
一
見
相
反
す
る
よ

う
な
政
策
を
同
時
に
推
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
俸
禄
米
の
改
正
は
そ
の
相
克
を
勘
案
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
支
給
方
法
の
改

変
は
も
と
よ
り
、
役
職
に
よ
る
差
別
は
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
は
、
こ
の
改
革
に
際
し
て
、
そ
う
し
た
役

職
の
あ
り
方
と
家
臣
団
の
構
成
に
大
き
な
変
革
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

（
四
）
役
人
減
と
知
行
高
直
し

624

す
で
に
筆
者
は
、
十
ヶ
年
御
勝
手
向
改
革
に
先
だ
っ
て
藩
役
人
の
大
量
削
減
と
大
規
模
な
異
動
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
別
稿
に
お
い
て

（
妬
）

指
摘
し
、
地
方
役
人
と
勝
手
方
役
人
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
中
心
真
は
こ
の
年
の
八
月
一
一
六
日
、
「
御
改
革
」

（
”
）

に
あ
た
っ
て
「
諸
向
御
役
人
減
」
を
命
ず
る
「
御
主
意
」
を
下
し
、
役
職
の
再
編
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
役
人
の
削

減
と
異
動
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
役
職
そ
の
も
の
も
そ
の
い
く
つ
か
を
併
合
し
て
「
兼
帯
」
と
す
る
処
置
を
と
も
な
う
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
役
職
の
兼
帯
は
、
と
く
に
財
政
や
民
政
に
た
ず
さ
わ
る
役
方
の
役
人
を
主
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ



て
、
こ
う
し
た
役
人
の
削
減
・
異
動
と
役
職
の
統
合
化
は
、
経
費
の
削
減
と
あ
わ
せ
て
、
行
政
処
理
能
力
の
効
率
化
・
強
化
を
め
ざ
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
今
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
が
、
改
革
の
一
環
と
し
て
代
々
御
番
帳
入
の
内
、
切
米
・
扶
持
取
の
家
臣
を

知
行
取
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
家
老
の
直
書
添
書
に
よ
れ
ば
、
「
代
々
御
番
帳
入
切
米
・
給
扶
持
取
之
者
共
は
知
行
高
に
相
直
被
遊
、
且

不
足
之
分
は
御
足
石
を
以
一
同
三
十
石
高
に
被
仰
付
」
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
に
よ
れ
ば
、
一

一
月
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
一
斉
に
知
行
高
直
し
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
処
置
は
家

臣
団
の
編
成
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
５
で
あ
る
。

文
政
年
間
（
一
八
一
八
～
二
九
）
の
分
限
帳
は
、
江
戸
と
小
田
原
で
作
成
の
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
厳
密
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で

も
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
と
の
間
に
は
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
先
の
申
渡
し
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
御
番
帳
入
の
家
臣
で
は
江
戸
・

小
田
原
と
も
知
行
取
が
急
増
し
、
反
対
に
切
米
・
扶
持
取
の
家
臣
が
激
減
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
切
米
・
扶
持
取
お
よ
び
扶
持
の

み
を
与
え
ら
れ
て
い
た
家
臣
は
、
こ
れ
だ
け
で
二
一
五
名
い
た
の
が
、
天
保
四
年
段
階
で
は
五
一
一
名
を
数
え
る
の
み
と
な
り
、
そ
の
差
は

一
六
一
一
一
名
に
お
よ
ぶ
。
ち
な
み
に
知
行
取
は
一
七
二
名
増
加
し
て
四
五
一
名
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
値
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の

段
階
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
知
行
取
で
は
五
○
石
未
満
、
と
く
に
三
○
石
台
が
急
増
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
切
米
・
扶
持
取
は
下
級
家
臣
が
多
い
の
で
そ
れ
も
当
然
で
は
あ
る
が
、
問
題
は
知
行
高
に
切
替
え
る
際
の
基
準
で
あ
る
。

小
田
原
藩
で
は
、
切
米
や
扶
持
、
給
金
・
銀
な
ど
を
知
行
高
の
値
に
換
算
し
、
俸
禄
の
全
額
を
知
行
高
で
表
記
す
る
と
い
う
計
算
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
保
四
年
の
小
田
原
住
家
臣
の
切
米
の
総
額
は
一
一
一
三
八
五
石
一
一
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
知
行
高
に
直
す
と
八

四
七
一
石
二
四
六
四
二
に
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
表
６
は
こ
う
し
た
表
記
を
書
き
抜
い
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
換
算
の
値
を
求
め

た
も
の
で
あ
る
。
先
の
切
米
の
例
で
い
え
ば
、
切
米
一
石
は
二
石
五
○
一
一
五
と
な
り
、
ま
た
現
米
一
俵
は
○
石
九
一
一
五
八
と
な
る
と
い
っ

た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
換
算
に
一
定
の
基
準
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
金
・
銀
・
扶
持
な
ど
は
一
旦
米
の
量
に
換
算

し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
知
行
高
に
換
算
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
年
に
よ
っ
て
は
多
少
数
値
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
金
一
両
Ⅱ
米
一
石
Ⅱ
知
行
高
一
一
石
五
○
一
一
五
、
扶
持
一
人
Ⅱ
米
一
石
六
八
三
五
Ⅱ
知
行
高
四
石
一
一
一
三
と
い
つ
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①
画
①

註）・文政８年「小田原御家中知行高覚」（「小田原市史」史料編近世Ｉ藩政NQ14）、文政年間「江戸分限帳写」（「同書」ＮＱ

１５）、「小田原領明細調壱」（『二宮尊徳全集」第１６巻１９頁、安政５年「順席帳」（小田原ﾌ盲信会編影写本）より作成

表５文政・天保・安政期の家中階層構成

区分 石高
文I攻年間

江 戸 ﾉ｣､田原 合言十

天ﾐ保４年（１８３３）

江戸 Ｊ､田原 合計

安政５年（１８５８）

＃工戸 。､田原 合一言十

御番 帳入 一 一

～

～

～

一一

一二一

一～

一 一

～

一一-

一 一

一 一

一 一

石
石
石
石
石
石
石
石
石
石
石
石
石

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
５
０
８
７
６
５
４
３

０
８
５
３
２
１
１

１

(知行取Ｊ､計）

切米・扶j寺

1夫持のみ

1夫持・給金

１夫持・金艮

糸合米

金艮のみ

支糸合なし

(内隠居）

合 計
<内御広間Ｉ常以上＞

０
０
０
２
４
０
１
４
３
６
４
８
６

１
１

5８

5４

９
１

４２

４

(２）

1６８

く163＞

０
３
０
４
８
２
７
４
５
６
６
８
８

１
１
１
２
２
２
１
１
２
１
２

２２１

１２３

２９

７
１

０

０

(Ｏ）

3８１

<356＞

０
３
０
６
２
２
８
８
８
２
０
６
４

１
１
１
３
３
３
１
２
３
２
３

２７９

７
８
７
１
１

７
３

１

４２

４

(２）

５４９

<５１９＞

０
０
０
０
５
５
２
３
４
０
７
４
０

１
１
１
４
1００

２１

７

２１

1２

(１０）

1６１

<１５０＞

０
３
１
６
７
６
１
７
３
７
８
９
３

１
１
１
２
２
３
１
１
２
２
３１

3５１

２７

４

０

８２

(７４）

４６４

<378＞

０
３
１
６
２
１
３
０
７
７
５
３
３

１
１
１
３
３
４
１
１
２
３
４
７１

４５１

４８

４
７

２１

９４

(８４）

６２５

<528＞

０
０
１
１
２
７
６
２
３
６
６
1４

2５

7３

９
４

１

2８

３

(３）

１１８

＜１１５＞

０
３
９
６
９
７
３
２
４
３
２
２
２

１

１
２
２
３
１
１
２
３
３
４１

3８２

2０

４

1００

６１

(５０）

5６７

<493＞

０
３
０
７
１
４
９
４
７
９
８
６
７

１
１
１
３
３
３
１
１
２
３
４
６１

４５５

２９

８
１

１２８

６４

(５３）

6８５

<608＞

御番帳夕1． ４０石～

30石～

(知行取小 計）

切米・』夫持

j夫持・給金皇亭

支糸合なし

(内隠居）

合計

総計．

０
０

０

９２

２４

１

(１）

1１７

２８５

２
１

３

1６２

３

７

(７）

１７５

5５６

２
１

３

２５４

2７

８

(８）

２９２

８４１

０
１

１

８３

１３

２

(２）

９９

２６０

０
１

１

1５７

６

1９

(１３）

1８３

6４７

０
２
』
２

２４０

1９

２１

(１５）

２８２

９０７



表６

↑
函
①

柵
溶
ｅ
昌
益
に
剖
鋼
匪
釆
潅
過
岬
迄
縄
Ⅷ
一
瀧
睡
田
／
「

註） ･文政年間「江戸分限帳写」「小田原市史」史料編近世Ｉ藩政NCL251、天保４年「小田原領明細調壱」「二宮尊徳全集」第１４

巻18頁より作成

･「此米」１石当りの「此直高」の値は、一律２石5025余で切米の直高と同じ

文政～天保期の家中俸禄見積りと家中人数

文政年間（江戸） 天保４年（江戸） 天保４年（小田原） 換 算

高（知行取） 6,223石9５ ６，６１１石3２ 48,270石975 (天保４計）54,882石295

切米

此直高

1,375石

3,440石94094

964石

2,412石４１２４１

3,385石１１

8,471石24642

現米

此直高

2,481俵20153

2,297石72647

1,356俵29192

1,256石23128

83俵055

76石98948

現米１俵に付

0石9258(１石に付2石5025）
ノヘジヘ／、/へ／へ

銀

此米

此直高

315枚

225石7５

564石93994

144枚

103石２

258石25825

銀１枚に付

0石7166／0石７１５２

１石7934／1石7934

金

此米

此直高

金2,843両3分
銀2匁8293

2,843石７９７１９

７，１１６石60948

金3,899両3分3朱
銀3匁1327

3,899石98971

9,759石734

金248両3分

銀1匁

248石76666

622石53918

金１ 両に付

1石

2葱§9親

御扶持

此米

此直高

1,237人

2,082石5585

５，２１１石60785

842人2分

1,417石88373

3,548石25758

1,744人

3,086石8８

7,347石61498

御扶持１人に付

1石6385／1石77(天保４江戸）

4石２１３０

都合高（計）

都合人数

侍分

御番帳外

人見女・関所定番

組抜組並

緒組 付

枝突

御中間

村筒小頭・林守

女中

24,855石77468

７１３人

１７６人

１１３人

５５人

88人

261人

２０人

23,846石21352

610人

１４５人

１０１人

３３人

83人

232人

１６人

64,789石36488

１．０７２人

397人

１５５人

２４人

62人

334人

3人

78人

２３人

天
保
４
年
合
計

88,635石5784

1.682人

573人

256人

２４人

９５人

４１７人

３人

３１０人

２３人

１６人



表７
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註） 文政８年「小田原御家中知行高覚」（｢小田原市史」史料編近世Ｉ藩政NQ14)、文政年

間「江戸分限帳写｣（｢同書」NO15)、｢小田原領明細調壱｣（｢二宮尊徳全集」第16巻１９

頁より作成）

（）内は人数を示す

た
相
関
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と

非
常
に
煩
雑
な
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
ず
れ
の
場

合
も
基
本
は
米
一
石
Ⅱ
知
行
高
二
石
五
○
二
五
で

あ
り
、
そ
れ
が
現
米
で
あ
る
か
、
扶
持
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
金
・
銀
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
基
準
の
あ

り
方
を
調
節
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
改

め
て
知
行
高
直
し
の
内
訳
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

よ
う
。
表
７
は
、
文
政
・
天
保
の
分
限
帳
の
双
方

で
確
認
で
き
る
一
四
七
名
に
つ
い
て
そ
の
変
化
を

調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

一
四
七
名
の
内
、
知
行
高
直
し
の
適
用
を
受
け

た
者
は
実
に
一
一
一
一
七
名
’
九
三
％
に
も
お
よ
ん
で

お
り
、
改
め
て
こ
れ
が
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
の

は
、
切
米
七
石
三
人
扶
持
を
一
一
一
○
石
一
六
に
変
更

さ
れ
た
者
で
、
七
六
名
を
数
え
て
い
る
が
、
こ
れ

は
適
用
者
全
体
の
五
五
％
に
あ
た
る
。
問
題
は
こ

の
変
更
基
準
で
あ
る
が
、
先
の
換
算
基
準
に
し
た

が
え
ば
、
切
米
七
石
は
知
行
高
一
七
石
五
一
七
五
、

扶
持
三
人
は
同
一
一
一
石
六
三
九
と
な
り
、
合
計
は

文政11年の知行高石直し

切米十扶持

計112名

5石２人→30石(1)／５石３人→30石(1)／６石３人→30石(6)／７石２人

→30石(1)／８石２人→30石(1)

7石３人→30石16(76）
－ 傍30石,→31石41,→32石66,→35石54,→37石16,→40石,→40石16(各1）

8石３人→32石66(7)／10石３人→37石67(14)／10石４人→41石88(2)

扶持のみ

計１９名

7人→30石(1)／10人→42石１４(8)／15人→42石14(1),→63石２(2)／

16人→67石41(1)／20人→84石27(2),→84石29(1)／30人→126石４(1)／

50人→147石46(1)／80人→210石66(1)

扶持十給金

計５名

3人５両→30石(1)／３人６両→30石(1)／３人７両２分→31石41(1)／

5人７両→38石59(1)／10人１両→63石86(1)

切米十扶持十給金

<総計137名〉

9石３人５両→47石68(1)

石直しなし

計10名

5石２人(3)／６石２人(1)／８石３人(2)／10石３人(1)／／２人(1)

7石３人→８石３人(1)／５石２人→７石３人(1)



文
政
一
一
年
の
御
勝
手
向
改
革
に
と
も
な
う
知
行
高
直
し
は
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
家
臣
団
の
編
成
に

大
き
な
変
容
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
う
一
点
注
目
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
再
び
表
５

に
戻
っ
て
み
よ
う
。
表
５
に
よ
れ
ば
、
文
政
年
間
の
御
番
帳
入
の
総
数
が
五
四
九
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
保
四
年
は
六
二
五
名
で
、
七

六
名
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
御
番
帳
入
の
総
数
を
押
し
上
げ
て
い
る
の
は
、
実

際
に
は
俸
禄
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
家
臣
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
俸
禄
を
支
給
さ
れ
な
い
で
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
る
の
は
見
習
い
か
隠

居
で
あ
る
が
、
急
増
し
て
い
る
の
は
隠
居
で
あ
る
。
文
政
年
間
に
は
江
戸
詰
の
み
で
わ
ず
か
二
名
で
あ
っ
た
の
が
、
天
保
四
年
に
は
八
四

名
と
、
実
に
八
二
名
も
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
差
し
引
く
と
文
政
年
間
の
御
番
帳
入
五
四
七
名
に
対
し
、
天
保
四
年
の
そ
れ
は

五
四
一
名
と
な
り
、
実
質
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
番
帳
外
は
御
番
帳
入
ほ
ど
顕
著
な
違
い
は
な
い
が
、
全
体
的
に
減
少
し
て
い

る
上
に
、
や
は
り
隠
居
の
増
加
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
表
５
中
「
銀
の
み
」
支
給
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
部
屋
住
の
嫡

子
で
奉
公
に
召
し
出
さ
れ
た
者
を
さ
し
て
い
る
。
表
５
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
江
戸
詰
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
四
二

（
犯
）

名
か
ら
一
一
一
名
と
半
分
に
減
少
し
て
お
り
、
彼
ら
が
家
督
を
継
い
だ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

先
に
改
革
の
前
提
と
し
て
役
人
の
大
量
削
減
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
一
方
で
高
齢
の
家
臣
に
対
し
て
積
極
的
に
隠
居
を

帳
入
で
あ
っ
て
も
、
例
え

家
臣
が
多
い
よ
う
で
あ
る

同
一
一
一
○
石
一
五
六
五
と
な
る
か
ら
、
実
際
に
は
「
合
」
の
位
で
切
り
上
げ
て
三
○
石
一
六
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
も

同
様
の
基
準
で
換
算
で
き
る
が
、
た
だ
表
７
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
知
行
高
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
、
高
直
し

に
あ
た
っ
て
家
禄
の
増
減
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
、
五
石
二
人
扶
持
か
ら
八
石
二
人
扶
持
ま
で
は
一
括
し
て
知
行
高
一
一
一
○
石
と

さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
三
○
石
は
知
行
高
と
し
て
は
最
低
の
額
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
扶
持
の
み
を
支
給
さ
れ
て
い
た
家
臣
に

は
医
者
や
儒
者
な
ど
が
多
い
が
、
一
○
○
石
以
上
に
変
更
さ
れ
た
者
は
、
い
ず
れ
も
二
○
人
・
五
○
人
・
八
○
人
扶
持
と
い
っ
た
よ
う
に

扶
持
の
み
を
支
給
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
る
。
一
方
知
行
高
直
し
の
適
用
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
、
一
代
限
り
の
御
番
帳
入
か
、
代
々
御
番

帳
入
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
川
口
漉
右
衛
門
の
よ
う
に
、
組
付
足
軽
か
ら
御
番
帳
外
↓
御
番
帳
入
と
い
う
よ
う
に
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た

（
後
述
）
。
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進
め
、
嫡
子
へ
の
代
替
り
を
推
進
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
も
天
保
四
年
の
分
限
帳
に
は
、
隠
居
名
に
対
し
て
在
勤
中

の
名
前
を
「
在
勤
中
○
○
事
」
と
わ
ざ
わ
ざ
注
記
し
て
い
る
者
が
三
六
名
お
り
、
解
職
即
隠
居
と
さ
れ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
が

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
部
屋
住
嫡
子
を
除
け
ば
御
番
帳
入
の
人
数
は
文
政
年
間
が
五
○
三
名
、
天
保
四
年
が
五
一
○
名
と

な
る
か
ら
若
干
増
え
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
分
限
帳
で
集
計
さ
れ
た
家
臣
の
総
数
を
比
較
す
れ
ば
、
先
の
表
６

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
江
戸
詰
に
お
い
て
は
侍
分
（
御
番
帳
入
）
が
一
七
六
名
か
ら
一
四
五
名
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
と

し
て
、
御
番
帳
外
や
組
抜
・
組
並
、
諸
組
付
、
中
間
、
さ
ら
に
は
女
中
に
い
た
る
ま
で
、
各
層
の
家
臣
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
総
数
は

（
調
）

七
一
一
二
名
か
ら
六
一
○
名
と
一
○
一
一
一
名
の
減
少
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
俸
禄
米
の
合
計
石
数
が
一
一
万
四
八
五
五
石
余
か

ら
二
万
一
一
一
八
四
六
石
余
と
一
○
○
九
石
余
の
減
少
を
み
て
い
る
。
役
職
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
家
臣
団
に
対
す
る
リ
ス
ト
ラ
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
若
返
り
と
有
能
な
家
臣
の
積
極
的
な
登
用
を
は
か
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

人
材
の
登
用
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
役
人
の
大
量
解
任
が
断
行
さ
れ
た
八
月
二
六
日
に
、
新
た
に
代
官
に
就
任
し
た
川
口
漉
右
衛
門
が

（
㈹
）

好
例
で
あ
ろ
う
。
漉
右
衛
門
は
も
と
は
千
代
村
（
小
田
原
市
）
の
百
姓
徳
兵
衛
の
体
で
あ
っ
た
が
、
川
口
家
の
養
子
と
な
り
、
組
付
足
軽

か
ら
出
発
し
て
文
化
一
○
年
（
一
八
一
三
）
に
御
番
帳
外
に
取
り
立
て
ら
れ
、
業
績
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
こ
の
日
代
官
に
就
任
す
る
と

と
も
に
御
番
帳
入
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
組
付
足
軽
の
頃
か
ら
地
方
支
配
に
関
す
る
役
職
を
歴
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
代

官
に
取
り
立
て
ら
れ
て
か
ら
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
隠
居
す
る
ま
で
の
一
一
五
年
間
一
貫
し
て
代
官
の
地
位
に
あ
っ
て
、
こ
の
間

（
机
）

に
展
開
さ
れ
た
地
方
に
対
す
る
重
要
政
策
を
担
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
百
姓
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
地
方
巧
者

的
な
能
力
を
か
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
忠
真
の
改
革
期
以
降
は
こ
う
し
た
人
材
が
輩
出
し
て
く
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
役
人
の
大
量
削
減
と
異
動
・
登
用
、
役
職
の
統
合
化
、
隠
居
と
代
替
り
の
促
進
、
そ
し
て
切
米
・
扶
持
取

の
知
行
高
直
し
と
い
う
一
連
の
政
策
は
、
藩
政
の
組
織
的
機
構
的
改
革
の
み
な
ら
ず
、
家
臣
団
そ
の
も
の
の
構
造
改
革
を
促
す
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
同
時
に
行
な
わ
れ
た
俸
禄
米
の
改
正
で
は
、
在
役
・
無
役
の
差
別
に
よ
る
支
給
を
第
一
の
特
徴
と
し
て
お
り
、

さ
ら
に
役
高
米
の
支
給
は
俸
禄
米
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
役
職
に
つ
け
る
か
否
か
は
家
臣
の
生
活
そ
の
も
の
を



御
勝
手
向
改
革
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で
に
こ
の
前
年
ｌ
文
政
一
○
年
か
ら
財
政
状
況
の
具
体
的
な
調
査
と
趣
法
の
立
案
が

（
妃
）

開
始
さ
れ
て
い
た
。
先
に
文
政
五
年
段
階
で
小
田
原
藩
の
借
財
は
お
よ
そ
一
一
四
万
両
余
と
記
録
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
頃
に
な

る
と
さ
ら
に
膨
ら
み
、
公
金
や
名
目
金
を
含
め
て
お
よ
そ
三
○
万
両
余
に
達
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
藩
主
の
必
要
経
費
・
生
活
費
か

ら
家
臣
の
俸
禄
米
、
借
金
の
利
息
・
元
金
な
ど
を
調
べ
て
見
積
り
を
立
て
て
み
た
と
こ
ろ
、
年
に
一
万
五
○
○
○
両
余
の
不
足
と
な
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
で
は
た
と
え
一
両
年
は
新
借
に
よ
っ
て
凌
い
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
新
借
ば
か
り
が
増
加
し
て
さ
ら
に
「
危
迫
」

に
お
よ
ぶ
の
は
必
定
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
御
凌
之
道
」
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
、
御
勝
手
方
頭
取
服
部
十
郎
兵
衛
の
指
揮
の
も
と
、

「
御
暮
向
仮
成
二
相
立
候
道
取
調
」
く
る
こ
と
を
大
勘
定
奉
行
大
橋
利
十
郎
、
吟
味
役
鵜
沢
作
左
衛
門
・
川
崎
喜
久
右
衛
門
、
立
合
役
男

沢
応
助
・
目
良
釧
平
に
命
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
⑬
）

服
部
十
郎
兵
衛
は
、
こ
の
年
の
四
月
五
日
に
御
勝
手
方
頭
取
に
任
命
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
藩
の
財
政
を
司
ど
る
「
御

左
右
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
家
臣
間
の
競
争
原
理
が
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
俸
禄
米
の
増
加
が
は
か

ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
全
家
臣
に
と
っ
て
平
等
に
行
き
渡
る
と
は
限
ら
な
い
。
知
行
高
直
し
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
先
に
み
た
よ
う

に
本
質
的
に
は
切
米
・
扶
持
な
ど
を
知
行
高
に
換
算
し
た
に
過
ぎ
な
い
し
、
支
給
率
そ
の
も
の
も
知
行
高
の
大
き
い
上
層
の
家
臣
ほ
ど
有

利
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
実
際
御
勝
手
方
役
人
の
問
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
を
含
め
ぐ
る
の
路
線
の
対
立
が
表
面

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
｜
）
服
部
十
郎
兵
衛
の
御
勝
手
方
頭
取
就
任

四
改
革
の
路
線
を
め
ぐ
る
対
立
と
俸
禄
米
問
題
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勝
手
方
」
の
役
人
に
は
、
年
寄
、
御
用
人
の
両
役
職
の
中
か
ら
「
兼
帯
」
の
名
目
で
専
従
の
担
当
者
が
選
ば
れ
、
大
勘
定
奉
行
、
大
金
奉

行
、
吟
味
役
、
立
合
役
と
い
っ
た
勘
定
所
の
役
人
を
率
い
て
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
御
勝
手
方
ｌ
勘
定
所
役
人
は
小
田
原
と
江
戸
の

双
方
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
を
統
轄
す
る
の
が
御
勝
手
方
頭
取
で
、
家
老
の
中
か
ら
兼
帯
で
任
命
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
頭
取
に
つ

い
て
は
設
置
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
、
事
実
服
部
十
郎
兵
衛
が
就
任
す
る
ま
で
は
空
白
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
十
郎
兵
衛
は
、
御
勝
手

向
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
時
の
調
査
お
よ
び
政
策
立
案
に
関
し
て
は
、

御
勝
手
方
年
寄
や
御
用
人
を
経
由
し
な
い
で
直
接
勘
定
所
の
役
人
を
指
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
御
勝
手
向
に
関
す
る
調
査
は
江
戸
表
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
と
い
う
。

藩
の
財
政
状
況
は
、
「
土
台
大
双
之
御
借
用
高
」
で
あ
る
の
で
、
一
通
り
の
「
御
取
締
」
で
は
「
御
凌
之
道
」
な
ど
は
到
底
み
え
な
い
。

実
際
こ
れ
ま
で
も
「
御
省
略
御
取
締
」
に
つ
い
て
は
度
々
命
じ
ら
れ
も
し
、
家
臣
に
対
し
て
も
よ
う
や
く
「
宝
暦
二
申
年
後
之
減
米
」
が

御
免
と
な
っ
た
程
度
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
減
米
を
命
じ
て
も
「
格
別
之
給
」
も
見
え
ず
、
か
え
っ
て
「
必
至
と
差
詰
」
り
、
「
難
儀
」
す

る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
諸
事
古
法
を
捨
て
新
法
之
道
を
開
、
上
々
様
御
用
途
ヲ
始
厳
酷
之
御
沙
汰
一
一
無
之
て
は
難
行
立
」
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
厳
酷
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
「
御
家
中
人
気
」
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
判
断
が
つ
か
な
い
し
、

さ
ら
に
銀
主
共
に
対
し
て
も
「
格
外
之
趣
法
」
を
頼
ま
な
け
れ
ば
「
御
凌
之
道
」
な
ど
た
た
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
古

法
を
捨
新
法
を
開
候
事
」
に
つ
い
て
は
「
不
好
次
第
」
と
相
談
も
ま
と
ま
ら
ず
、
「
不
同
意
之
者
」
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
江
戸

と
小
田
原
の
御
用
人
に
「
存
寄
書
」
を
提
出
さ
せ
る
一
方
、
「
調
書
類
」
を
「
当
勤
」
に
見
せ
て
廻
り
、
そ
の
判
断
に
任
せ
た
と
こ
ろ
、

九
月
に
入
っ
て
「
列
座
撫
曲
仕
、
病
中
之
面
々
も
押
て
出
仕
」
の
上
で
家
老
月
番
大
久
保
又
右
衛
門
か
ら
年
寄
・
御
用
人
に
対
し
て
い
ち

い
ち
そ
の
意
向
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
十
郎
兵
衛
に
対
し
て
も
諮
問
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
新
法
厳
酷
」
の
た
め
に
「
不
同
意
之
者
区
々
二
有
之
」
が
、
外
に
良
策
も
な
け
れ
ば
、
「
御
家
中
人
気
向
背
」
は
「
見
破

り
」
と
し
、
新
法
の
方
に
決
着
し
て
も
し
か
た
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
銀
主
共
に
対
し
て
は
「
格
外
之
趣
法
」
を
申
し
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
な
か
な
か
容
易
に
は
承
服
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
幕
府
に
出
訴
す
る
者
も
あ
っ
て
「
公
辺
沙
汰
」
に
な
る
や
も



（
“
）

文
政
一
一
年
八
月
五
日
、
儀
大
夫
は
「
近
々
御
政
事
改
革
」
に
つ
い
て
一
通
の
言
上
書
を
忠
真
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
儀
大
夫

は
、
上
下
に
限
ら
ず
苦
楽
を
と
も
に
し
よ
う
と
い
う
「
御
主
意
」
を
も
っ
て
、
関
東
朱
印
高
四
ッ
物
成
を
「
御
分
限
」
と
し
、
「
右
の
内

上
々
様
始
御
台
所
御
入
用
共
四
分
、
御
家
中
六
分
之
俵
高
一
一
割
合
、
御
暮
之
柱
礎
相
立
候
段
」
に
つ
い
て
は
申
し
分
も
な
く
、
永
久
に
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
「
勘
考
」
し
た
と
こ
ろ
、
「
懸
念
之
ケ
条
」
も
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た

知
れ
ず
、
そ
う
な
れ
ば
藩
主
が
「
重
キ
御
役
」
Ⅱ
老
中
を
勤
め
て
い
る
最
中
で
も
あ
り
、
「
御
役
」
に
差
し
障
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
辺

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
又
右
衛
門
が
尋
ね
る
と
、
十
郎
兵
衛
は
、
「
御
役
」
は
一
時
の
も
の
で
あ
っ
て
「
御
家
之

御
危
迫
」
に
は
変
え
難
い
と
答
え
、
結
局
そ
れ
が
採
択
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
御
城
向
の
破
損
に
つ
い
て
も
当
時
は
在
城
も
な
い
の
で
、

手
の
届
か
な
い
場
所
は
「
霞
・
費
張
一
一
て
被
差
置
候
外
」
に
手
段
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
日
は
夜
分
ま
で
か
か
っ
て
よ
う
や

く
決
着
を
み
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
銀
主
へ
の
趣
法
と
い
う
の
は
、
関
東
の
銀
主
に
対
し
無
利
息
休
年
や
元
金
据
え
置
き
で
五
朱
（
年
利

五
％
）
へ
の
利
下
げ
な
ど
を
頼
み
込
も
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
と
く
に
江
戸
の
銀
主
が
な
か
な
か
承
知
し
な
か
っ
た

が
、
惣
益
趣
法
の
世
話
方
で
あ
っ
た
伊
勢
屋
源
兵
衛
・
伊
勢
屋
八
兵
衛
・
海
津
伝
兵
衛
・
中
世
昌
一
一
一
郎
・
松
本
平
八
郎
の
五
軒
家
に
つ
い

て
は
七
朱
利
、
他
は
五
朱
利
と
す
る
こ
と
で
決
着
を
み
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
改
革
が
服
部
十
郎
兵
衛
の
主
導
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
「
詰
り
御
役

は
一
時
之
物
に
て
御
家
之
御
危
迫
一
一
は
難
換
」
と
は
、
藩
政
を
任
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
本
質
を
吐
露
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ま

た
そ
れ
ほ
ど
強
引
に
こ
の
改
革
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
た
証
左
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
こ
の
「
新
法
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
い

く
つ
か
の
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
翌
文
政
一
一
年
の
一
○
月
ま
で
に
成
就
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
、
そ
の
方
針
に
つ
い

て
強
く
異
議
を
唱
え
た
者
が
い
た
。
御
勝
手
方
年
寄
の
吉
岡
儀
大
夫
信
基
で
あ
る
。

（
’
一
）
御
勝
手
方
年
寄
吉
岡
儀
大
夫
の
言
上
書
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「
私
存
念
」
に
つ
い
て
は
追
々
と
申
し
述
べ
て
は
き
た
が
、
「
諸
事
見
破
り
之
取
計
一
一
て
集
評
一
決
」
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

全
く
私
の
思
慮
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
た
め
で
は
あ
る
が
、
「
御
大
切
之
儀
」
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
「
誓
文
」
に
し
た
が
っ
て
言
上
し

た
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
も
う
す
で
に
方
針
は
固
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儀
大
夫
は
あ
え
て
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
儀
大
夫
は
何
を
問
題
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

儀
大
夫
の
主
張
は
、
六
カ
条
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
目
で
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
「
御
暮
向
土
台
」
（
関
東
朱
印
高
四
ッ
物

成
）
を
決
定
す
る
も
と
と
な
っ
た
「
関
東
御
領
分
御
収
納
調
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
カ
年
の
平
均
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
い

う
が
、
実
際
に
は
そ
こ
ま
で
の
収
納
が
期
待
で
き
る
か
疑
問
で
あ
る
。
す
で
に
五
カ
年
以
前
Ⅱ
文
政
七
年
（
一
八
一
一
四
）
の
大
水
で
田
地

が
流
失
し
、
今
も
っ
て
回
復
は
し
て
い
な
い
の
に
、
今
年
も
出
水
の
被
害
を
受
け
る
あ
り
さ
ま
で
、
さ
し
あ
た
り
当
年
は
「
御
朱
印
高
之

御
物
成
」
に
は
い
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
家
臣
へ
の
俸
禄
米
も
上
下
を
束
ね
て
も
よ
う
や
く
当
時
の
支
給
額
に
届
く
か

ど
う
か
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
行
高
二
○
○
石
以
上
で
あ
れ
ば
、
「
此
度
取
調
之
分
合
」
に
よ
っ
て
か
な
り
の
増

米
と
な
り
、
「
上
勤
之
者
共
」
に
い
た
っ
て
は
さ
ら
に
格
別
の
増
米
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
は
ず
い
ぶ
ん
と
楽
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
八
○
○
石
、
一
○
○
○
石
と
も
な
れ
ぱ
た
い
そ
う
の
手
取
り
増
と
な
る
が
、
反
対
に
一
○
○
石
以
下
の
者
は
、
た
と
え
収
納
が

減
少
し
な
く
て
も
わ
ず
か
の
増
米
に
過
ぎ
ず
、
ま
し
て
や
扶
持
取
に
い
た
っ
て
は
、
た
と
え
三
○
石
の
知
行
高
に
改
め
た
と
し
て
も
か
え
っ

て
手
取
り
減
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
上
収
納
減
と
も
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
手
取
の
額
は
減
り
、
さ
ら
に
御
手
伝
引
が
命

じ
ら
れ
れ
ば
「
別
て
難
義
」
と
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
御
暮
向
土
台
」
を
関
東
朱
印
高
の
四
シ
物
成
と
し
た
の
は
、
何
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
田
原
藩

で
は
畑
永
一
貫
文
を
米
一
石
に
換
算
し
て
、
こ
れ
を
収
納
米
と
合
計
す
る
こ
と
で
年
貢
の
総
量
を
概
算
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い

た
が
、
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
関
東
の
領
地
で
は
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
の
年
貢
総
量
が
朱
印
高
の
四
○
％
を
超
え
た
の
を
皮
切
り

に
、
以
後
文
政
五
年
（
一
八
一
一
一
一
）
ま
で
の
二
五
年
間
で
四
○
％
を
超
え
た
年
が
一
九
回
を
数
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
文
政
元
年
に

は
四
三
・
七
％
と
最
高
額
を
記
録
し
て
お
り
、
同
五
年
ま
で
の
平
均
は
四
一
一
・
五
％
に
な
る
。
一
方
関
西
の
領
地
で
は
四
○
％
を
超
え
る



こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
改
革
に
と
も
な
う
家
老
の
直
書
添
書
に
お
い
て
も
、
摂
河
領
分
は
四
シ
物
成
に
い
た
ら
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
こ
れ
ら
の
年
貢
米
は
借
金
の
返
済
に
あ
て
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
関
東
の
朱
印
高
四
ッ
物
成
を

「
御
暮
向
土
台
」
と
す
る
方
針
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
関
東
の
領
地
に
お
い
て
も
文
政
六
年

以
降
は
、
六
年
・
七
年
の
洪
水
に
八
年
の
大
風
な
ど
が
重
な
り
、
三
六
・
一
一
一
％
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
儀
大
夫
が
憂
慮
し
た
の
は
、
こ

う
し
た
現
状
を
含
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
関
東
御
朱
印
高
の
四
シ
物
成
の
内
、
四
分
を
も
っ
て
藩
主
入
用
か
ら
御

台
所
入
用
ま
で
を
賄
う
と
い
っ
て
も
「
江
戸
取
調
御
座
候
切
詰
中
勘
」
の
通
り
で
も
不
足
し
て
い
る
と
懸
念
し
て
い
る
。
例
え
ば
文
政
七

年
の
よ
う
に
五
万
俵
し
か
収
納
が
な
い
と
す
れ
ば
、
藩
主
の
御
暮
向
は
二
万
俵
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
藩
主
や
家
族
の
入

用
な
ど
を
差
し
引
け
ば
一
万
俵
、
こ
れ
を
換
金
し
て
も
お
よ
そ
四
○
○
○
両
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
江
戸
や
小
田
原
の
入
用

に
あ
て
て
も
、
ど
れ
だ
け
切
詰
め
た
と
し
て
も
「
御
間
一
一
合
申
問
敷
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
儀
大
夫
が
ま
ず
問
題
と
し
た
の
は
、
収
納
の
現
状
と
改
革
に
よ
る
俸
禄
米
支
給
の
不
均
衡
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
は
藩
主
に
も

お
よ
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
儀
大
夫
は
改
め
て
、
こ
の
度
の
「
調
意
」
に
し
た
が
え
ば
、
「
大
身
」
は
鶏
し
き
手
取
米

増
と
な
る
の
に
対
し
て
、
下
々
の
者
は
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
も
な
く
、
か
え
っ
て
手
取
り
減
と
も
な
っ
て
し
ま
う
。
と
ど
の
つ
ま
り
「
迷
惑

二
及
候
」
は
藩
主
と
一
○
○
石
以
下
小
禄
の
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
第
二
条
）
。
前
章
で
表
４
を
検
討
し
た
結
果
、
今
回
の

俸
禄
米
の
改
正
は
、
そ
れ
ま
で
と
比
べ
上
層
の
家
臣
に
有
利
な
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
ま
さ
に
儀
大
夫
の
言
上
書
は
そ

の
点
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儀
大
夫
の
試
算
よ
れ
ば
、
そ
の
境
は
一
一
○
○
石
以
上
と
一
○
○
石
以
下
で
あ
る
と
い
う
。
二

○
○
石
以
上
の
家
臣
は
、
御
番
帳
入
の
中
だ
け
で
も
わ
ず
か
一
四
％
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
条
文
に
お
い
て
も
儀

大
夫
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
さ
ら
に
厳
し
い
追
及
を
続
け
て
い
く
。
こ
の
内
第
六
条
目
は
、
大
坂
下
り
金
四
○
○
○
両
の
内
二
七
○
○
両

を
断
り
も
な
く
立
替
金
に
廻
し
た
件
に
関
す
る
も
の
で
、
儀
大
夫
も
一
応
解
決
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
「
ケ
条
二
加
へ
申
上
候
」
と
、
そ

の
「
不
案
内
」
に
注
意
を
喚
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
五
条
目
ま
で
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
各
力
条
ご
と
に
要
約
し
て

整
理
す
れ
ば
、
儀
大
夫
の
主
張
は
大
略
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

635

小田原藩における俸緑米問題と行財政の改革



ま
ず
第
二
条
で
は
、
先
の
主
張
に
続
け
て
、
大
身
が
そ
れ
に
応
じ
た
禄
を
頂
戴
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
○
○
年
来
小
身

の
者
も
相
応
の
減
米
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
も
と
も
と
の
家
禄
が
少
な
い
だ
け
に
「
扶
持
米
等
二
差
支
」
る
の
は
必
然
で
あ
る
。

ま
た
大
身
は
ど
れ
だ
け
減
米
を
命
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
小
身
と
は
違
い
倹
約
が
行
き
届
け
ば
何
と
か
凌
げ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
明

和
年
中
に
は
「
袋
米
」
と
か
称
し
て
、
下
々
の
難
儀
も
多
大
で
あ
っ
た
が
（
前
述
）
、
そ
の
際
は
大
身
も
そ
れ
に
準
じ
て
減
米
を
受
け
、

さ
ら
に
衣
服
な
ど
に
つ
い
て
も
「
御
制
度
も
其
御
時
節
ニ
ハ
相
緩
ミ
居
候
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
慎
み
を
忘
れ
な
か
っ
た
た
め
、

「
下
と
し
て
上
立
候
も
の
を
羨
ミ
候
も
の
」
も
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
よ
う
に
御
上
納
金
を
は
じ
め
「
大
借
」
の
中
、
「
高

禄
之
者
共
」
が
「
正
徳
之
頃
よ
り
遥
二
立
越
候
御
渡
方
」
を
頂
戴
し
た
の
で
は
、
「
下
々
人
気
如
何
可
有
御
座
哉
」
と
懸
念
し
て
い
る
と

い
毒
っ
。
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次
に
第
三
条
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
小
田
原
か
ら
江
戸
勤
番
に
出
る
際
の
手
当
て
に
つ
い
て
で
あ
る
。
江
戸
勤
番
に
出
れ
ば
小
身

の
者
に
は
と
く
に
「
御
貸
人
」
が
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
は
高
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
番
中
は
「
本
知
」
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
小
身
の
者
は
も
と
も
と
の
家
禄
が
少
な
い
の
で
、
三
○
石
の
者
が
一
カ
年
勤
番
を
勤
め
た
と
し
て

も
わ
ず
か
三
俵
余
の
増
米
に
し
か
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
か
え
っ
て
減
少
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
高
禄
之
者
」

は
、
小
田
原
に
お
い
て
も
「
大
双
之
増
米
も
頂
戴
」
し
て
い
る
上
に
、
江
戸
勤
番
の
際
は
小
身
の
者
同
様
に
「
本
知
」
が
支
給
さ
れ
る
た

め
に
、
一
○
○
○
石
の
者
が
一
カ
年
勤
め
れ
ば
三
二
四
俵
余
、
一
五
○
○
石
で
あ
れ
ば
四
六
八
俵
余
の
「
別
段
詰
」
を
下
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
「
如
何
一
一
も
大
双
」
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
苦
も
な
く
銘
々
の
「
勝
手
」
を
建
て
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
下
々
の
者
と
比
較

す
す
れ
ば
「
不
都
合
之
儀
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
御
上
之
御
暮
シ
を
取
直
し
可
申
」
と
い
い
な
が
ら
も
大
身
の
者
ば
か
り
「
勝
手
」

に
な
っ
た
の
で
は
、
銀
主
共
に
対
し
て
「
無
取
引
等
」
の
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
最
中
だ
け
に
、
そ
の
趣
旨
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
ま
た
ま
た
「
下
々
人
気
一
一
も
極
り
可
申
哉
」
と
の
「
懸
念
」
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
第
四
条
目
で
儀
大
夫
が
強
調
し
て
い
る
の
が
、
家
臣
と
し
て
の
「
守
分
之
道
」
で
あ
る
。
「
守
分
之
道
」
を
も
っ
て
こ
の

度
の
「
取
調
之
根
基
」
と
し
た
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
「
下
と
し
て
分
を
守
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
御
上
之
御
時
節
一
一
随
ひ
、
其
時
々



こ
の
よ
う
に
儀
大
夫
は
、
俸
禄
米
支
給
の
問
題
か
ら
、
ひ
い
て
は
減
借
の
方
法
に
つ
い
て
、
十
郎
兵
衛
の
方
針
と
は
真
っ
向
か
ら
対
抗

す
る
姿
勢
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
も
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
。
例
え
ば
第
四
条
目
で
は
、

あ
る
。

之
御
渡
方
二
応
し
、
過
分
一
一
不
相
成
様
可
仕
」
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
る
に
「
御
朱
印
御
頂
戴
之
御
領
分
を
以
、
御
軍
役
を
始

御
高
役
を
も
御
勤
被
遊
候
御
上
之
御
暮
」
を
「
見
競
」
い
、
「
高
禄
」
は
そ
れ
だ
け
の
体
裁
を
整
え
る
こ
と
が
「
守
分
」
で
あ
る
と

考
え
る
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
土
着
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
大
借
」
の
中
で
は
、
家
臣
や
領
民
が
と
も

に
「
御
荷
ひ
」
申
し
上
げ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
誰
が
助
け
て
く
れ
る
と
い
う
の
か
。
さ
ら
に
、
わ
ず
か
一
カ
年
に
二
○
俵
余
、
一
一
一
○
俵
余

に
も
い
た
ら
な
い
よ
う
な
「
少
給
之
者
共
」
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
と
は
い
え
「
御
手
伝
」
を
命
じ
た
と
し
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ

る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
と
そ
の
矛
先
は
厳
し
い
。

そ
れ
で
は
儀
大
夫
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
針
で
改
革
に
臨
も
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
披
涯
し
た
の
が
第
五
条
目
で
あ

る
。
関
東
の
銀
主
共
に
対
し
「
御
借
用
之
分
無
取
引
之
儀
」
を
掛
け
合
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
と
か
望
み
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
が
、

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
方
針
を
立
て
る
の
も
「
御
暮
取
直
、
且
御
政
事
も
相
立
候
様
可
被
遊
為
」
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず

「
御
家
中
御
渡
方
之
儀
」
に
つ
い
て
は
「
当
時
之
形
」
に
差
し
置
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
す
べ
て
の
「
御
取
〆
」
や
「
御
役
人
減
」

な
ど
に
つ
い
て
「
如
何
様
一
一
も
御
取
締
御
座
候
」
よ
う
に
取
り
計
ら
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
浮
出
候
金
数
」
を
「
返
済
元
」
に
廻
せ
ぱ
、

金
高
も
多
分
と
な
る
の
で
、
年
数
も
立
た
ず
「
御
上
納
金
も
済
切
、
名
目
金
も
余
程
元
済
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
御
家

中
御
渡
方
も
思
召
次
第
」
と
な
っ
て
、
「
此
度
之
調
之
処
二
被
仰
付
」
れ
て
も
、
後
に
残
る
名
目
金
や
手
段
金
な
ど
は
利
息
さ
え
払
っ

て
い
け
ば
済
む
も
の
な
の
で
、
自
然
と
「
御
備
金
兼
用
之
金
子
」
を
年
々
返
済
元
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
家
中
に
対
し
て
「
臨
時

御
手
伝
」
を
命
じ
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
幕
府
へ
の
上
納
金
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
「
御
家
中
御
渡
方
」
に
は
手
を

つ
け
な
い
方
が
賢
明
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
「
御
取
締
之
方
年
々
組
合
候
返
済
元
」
を
も
っ
て
、
「
御
上
納
金
・
名
目
金
井
諸
向
手
段
金

之
三
口
」
を
一
刻
も
早
く
返
済
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
と
に
も
か
く
に
も
「
御
減
借
第
一
之
処
二
仕
度
乍
恐
奉
存
候
」
と
い
う
の
で
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「
前
ヶ
条
之
趣
等
ハ
御
政
事
之
大
事
」
で
あ
る
の
で
、
「
当
勤
」
に
お
い
て
も
容
易
に
同
意
で
き
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前

年
秋
に
御
勝
手
方
が
提
出
し
た
数
冊
の
取
調
帳
に
対
す
る
「
当
勤
之
披
見
」
は
「
不
思
議
二
手
廻
し
」
が
よ
く
、
ま
た
「
一
同
相
談
之
脚
」

も
「
大
切
之
義
」
ゆ
え
に
、
「
論
判
」
は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
半
日
を
過
ぎ
ず
に
決
着
し
、
す
ぐ
さ
ま
十
郎
兵
衛
は
出

府
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
辺
の
経
緯
は
前
節
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
う
し
た
重
要
な
案
件
は
御
勝
手
方
の
取

調
べ
に
任
せ
て
安
堵
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
「
当
勤
」
に
お
い
て
「
明
白
一
一
事
分
り
、
膳
落
之
上
決
談
」
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
右
様
之
儀
一
一
て
ハ
尚
更
、
此
度
之
調
永
久
被
行
、
御
安
堵
被
遊
候
時
節
ニ
ハ
至
申
間
敷
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第

五
条
の
件
に
つ
い
て
は
、
十
郎
兵
衛
へ
も
「
調
書
」
を
提
示
し
て
相
談
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
り
合
わ
な
い
。
「
集
評
一
決
」
の
上

は
「
多
評
」
に
洩
れ
た
こ
と
を
申
し
張
る
こ
と
も
で
き
ず
、
全
く
思
慮
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
た
め
と
は
い
え
「
懸
念
」
し
て
い
る
と
い

う
。
さ
ら
に
奥
書
に
よ
れ
ば
、
「
此
度
之
調
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
都
て
之
義
」
は
な
る
べ
く
御
用
人
共
に
任
せ
る
よ
う
に
と
い
う

（
親
）

「
十
郎
兵
衛
深
切
之
教
示
」
も
あ
っ
た
の
で
、
「
存
寄
」
を
も
申
し
述
べ
ず
差
し
控
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
前
ケ
条
之
処
二
治
定
」

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
集
評
一
決
」
の
中
、
と
て
も
私
の
「
一
存
」
だ
け
で
は
力
に
も
お
よ
ば
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
「
存
念
之

趣
」
を
申
し
尽
し
、
「
御
内
聴
」
に
達
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

吉
岡
儀
大
夫
は
、
文
化
一
一
一
一
年
（
一
八
一
六
）
三
月
一
八
日
に
御
勝
手
方
御
用
人
を
拝
命
し
て
以
来
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
四
月

一
一
日
に
「
御
賄
方
一
向
勤
仕
」
を
命
じ
ら
れ
、
同
五
年
三
月
二
一
日
よ
り
御
勝
手
方
年
寄
を
勤
め
て
い
た
。
と
く
に
御
勝
手
方
年
寄
に

就
任
し
た
際
に
は
、
吉
野
図
書
が
退
職
し
た
後
、
頭
取
役
そ
の
も
の
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
ま
ま
一
人
で
は
重
き
役
目
を
勤
め

（
幅
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
設
置
を
願
い
出
て
い
る
。
結
局
こ
の
嘆
願
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
儀
大
夫

は
、
前
述
し
た
よ
う
な
難
局
に
あ
っ
て
、
文
字
通
り
御
勝
手
方
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
と
く
に
上
方
に
お
け
る
借
財
対
策
を
中
心
に
活
動
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
服
部
十
郎
兵
衛
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
改
革
に
際
し
て
四
月
五
日
に
御
勝
手
方
頭

取
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
十
郎
兵
衛
を
主
導
と
し
た
改
革
案
は
、
従
来
の
や
り
方
を
「
古
法
」
と
し
て
全
面
的
に
否
定

し
、
「
新
法
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
二
年
に
わ
た
っ
て
現
場
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
き
た
儀



大
夫
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
上
級
家
臣
ば
か
り
を
優
遇
し
た
政
策
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

服
部
家
は
知
行
高
一
二
○
○
石
で
、
全
家
臣
の
中
で
は
一
一
一
位
に
あ
た
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
う
し
た
上
級
家
臣
の
利
害
を
代
弁
す
る
立
場

に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
服
部
家
も
か
っ
て
は
膨
大
な
借
金
を
抱
え
て
困
窮
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
文
政
元
年
か
ら

五
年
の
間
、
以
前
若
党
と
し
て
召
し
抱
え
て
い
た
二
宮
金
次
郎
に
財
政
再
建
を
依
頼
し
て
よ
う
や
く
立
ち
直
っ
た
話
は
有
名
で
あ
る
。
そ

の
十
郎
兵
衛
が
御
勝
手
向
改
革
を
主
導
し
た
こ
と
自
体
興
味
深
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
う
し
た
十
郎
兵
衛
の
経
験
が
改
革
政
策
に
投
影
さ

れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
身
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
困
窮
の
極
地
に
あ
っ
た
こ
と
の
惨
め
さ
を
身

に
泌
み
て
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
多
少
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
か
ら
家
臣
を
救
い
、
士
気
を
高
め
る
に

は
と
に
か
く
俸
禄
米
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
財
政
の
再
建
の
一
方

で
、
俸
禄
米
の
増
加
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
儀
大
夫
は
そ
の
方
法
自
体
が
著
し
く
均
衡
を

欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
今
は
俸
禄
米
に
手
を
つ
け
る
時
期
で
は
な
く
、
と
も
か
く
減
借
を
第
一
と
す
べ
き

と
い
う
の
が
儀
大
夫
の
立
場
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
吉
岡
家
も
三
四
○
石
の
家
柄
で
あ
る
か
ら
、
改
正
に
し
た
が
え
ば
十
分
な
支
給
が
受
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
前
章
で
試
算
し
た
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
郎
兵
衛
の
方
針
と
対
立
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
現
状

に
対
す
る
認
識
や
危
機
感
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
自
分
を
さ
し
お
い
た
形
で
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
鯵
積
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
も
ま
た
長
年
御
勝
手
方
の
ト
ッ
プ

と
し
て
活
動
し
て
き
た
こ
と
の
自
負
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

儀
大
夫
の
言
上
書
に
つ
い
て
は
、
二
日
後
に
忠
真
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
十
郎
兵
衛
の
反
論
も
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
言
上
書
を
提
出
し
て
か
ら
一
六
日
後
の

八
月
一
一
一
日
、
儀
大
夫
は
病
気
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
御
勝
手
方
年
寄
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
。
二
六
日
か
ら
役
人
の
削
減
が
本
格
化
し

て
い
る
の
で
、
儀
大
夫
の
罷
免
は
そ
の
さ
き
が
け
を
な
す
も
の
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
実
際
九
月
一
八
日
に
は
儀
大
夫
の
病
気
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も
全
快
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
与
え
ら
れ
た
「
勤
方
」
は
、
「
裏
御
門
鍵
番
御
代
参
」
と
い
う
閑
職
で
あ
り
、
御
勝
手
方
に
復
帰
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
に
検
討
し
た
御
勝
手
向
改
革
に
お
け
る
諸
政
策
は
、
そ
の
路
線
を
め
ぐ
る
儀
大
夫
と
の
対
立
を
芋
み
な
が
ら
も
、

最
終
的
に
は
十
郎
兵
衛
の
意
向
が
採
用
さ
れ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

640

俸
禄
米
の
問
題
を
追
い
な
が
ら
、
元
禄
の
大
地
震
と
宝
永
の
富
士
山
噴
火
後
の
財
政
状
況
と
、
藩
主
大
久
保
忠
真
に
よ
る
一
九
世
紀
前

半
の
改
革
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
総
括
す

る
意
味
を
込
め
て
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
か
ら
始
ま
る
十
カ
年
御
勝
手
向
改
革
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

文
政
一
一
年
の
御
勝
手
向
改
革
は
、
借
金
の
減
少
と
そ
の
た
め
の
藩
財
政
収
支
の
確
立
を
最
重
要
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体

的
に
は
関
東
朱
印
高
の
四
○
％
を
基
本
的
な
財
源
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
四
○
％
を
藩
主
台
所
の
入
用
に
、
六
○
％
を
家
臣
の
俸
禄
米
に
あ

（
妬
）

て
る
こ
と
で
財
政
の
基
礎
を
固
め
、
そ
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
一
○
カ
年
の
間
格
別
の
倹
約
を
命
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
多
方
面
に
わ
た
る
行
財
政
の
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
俸
禄
米
の
改
正

も
ま
た
そ
う
し
た
重
要
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
必
然
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
手
取
米
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
本
来
の
支
給

額
に
対
し
て
、
例
え
ば
三
○
○
石
以
上
な
ど
、
知
行
高
や
扶
持
な
ど
の
家
禄
に
応
じ
て
一
定
の
支
給
率
を
定
め
、
そ
れ
を
乗
ず
る
こ
と
で

決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
う
し
た
本
来
の
支
給
額
と
は
別
に
各
人
の
支
給
基
準
額
（
根
取
米
）
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の

根
取
米
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
家
禄
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
役
職
に
つ
い
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
役
職
の
種
類
が
大
き

な
決
定
要
素
で
あ
っ
た
。
役
高
米
も
ま
た
同
様
の
基
準
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
俸
禄
米
よ
り
さ
ら
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
実
際
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
年
の
豊
凶
や
財
政
状
況
に
よ
っ
て
、
一
定
の
額
が
「
御
手
伝
引
」
と
し



た
だ
し
、
何
ゆ
え
に
知
行
高
直
し
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
、
明
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
儀
大
夫
の
言
上

書
に
し
た
が
え
ば
、
勝
手
向
改
革
が
下
級
家
臣
の
犠
牲
の
上
に
断
行
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
覆
い
隠
し
な
が
ら
士
気
を

高
め
る
と
い
っ
た
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
儀
大
夫
が
、
方
針
が
決
定
し
た
後
に
な
お
忠
真
に
対
し
て
言

上
書
を
提
出
し
た
の
も
、
そ
の
中
で
俸
禄
米
の
増
加
と
そ
の
不
平
等
を
こ
と
さ
ら
問
題
と
し
た
の
も
、
改
革
の
問
題
点
を
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
長
年
御
勝
手
方
を
担
っ
て
き
た
儀
大
夫
の
自
負
心
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
ゆ
え
に
新
任
で
あ
り
な
が
ら
こ
う
し
た
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
、
御
勝
手
方
頭
取
の
服
部
十
郎
兵
衛
と
鋭
く
対
立
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

を
も
意
図
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
だ
け
み
れ
ば
、
改
正
に
よ
っ
て
俸
禄
米
の
支
給
を
お
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
引
き
上
げ
を

め
ざ
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
改
正
の
第
一
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
一
斉
同
率
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
く
り
か
え
し
に

な
る
が
、
何
よ
り
そ
れ
は
在
職
者
が
優
遇
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
と
比
べ
れ
ば
上
級
家
臣
に
な
る
ほ
ど
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
御
勝
手
向
改
革
の
「
厳
酷
」
さ
の
本
質
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
改
革
に
と
も
な
う
諸
政

策
も
そ
う
し
た
視
点
で
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

改
革
に
先
だ
っ
て
断
行
さ
れ
た
役
人
の
大
幅
な
削
減
と
大
規
模
な
異
動
、
そ
し
て
役
職
の
整
理
統
合
は
、
肥
大
化
し
た
組
織
を
整
備
し

て
、
行
政
の
処
理
能
力
を
強
化
・
効
率
化
す
る
藩
行
政
の
改
革
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
は
吉
岡
儀
大
夫
が
言
上
書
の
中
で
述

べ
て
い
た
よ
う
に
、
役
米
な
ど
の
支
給
を
押
さ
え
、
そ
れ
を
借
金
の
返
済
に
廻
す
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
能
力
が

あ
れ
ば
新
た
な
登
用
の
道
も
開
か
れ
て
い
た
か
ら
、
必
然
的
に
家
臣
間
の
競
争
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
文
政
五
年
（
一
八
一
三
）
正

（
岬
）

月
に
藩
校
諸
稽
古
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
脈
絡
の
中
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
役
人
の
リ
ス
ト

ラ
は
、
家
臣
団
そ
の
も
の
の
リ
ス
ト
ラ
と
も
通
底
し
て
い
た
。
隠
居
と
代
替
り
の
促
進
で
あ
る
。
ま
た
、
御
番
帳
入
の
家
臣
で
切
米
・
扶

持
取
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
知
行
取
に
改
め
る
と
い
う
政
策
も
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
政
策
は
家
臣
団
そ
の
も
の
の
刷
新

て
差
し
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
み
れ
ば
、
改
正
』
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そ
れ
で
も
結
局
は
、
十
郎
兵
衛
の
意
図
し
た
線
で
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
言
上
書
提
出
は
儀
大
夫
に
と
っ
て
最
終
手

（
妃
）

段
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
改
革
の
方
針
を
最
終
的
に
決
断
し
た
の
は
中
心
真
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
儀
大
夫
の
意
見
は
と
り

い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
間
の
経
緯
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
忠
真
が
総
合
的
な
見
地
か
ら
こ
れ

に
目
を
つ
む
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
推
進
し
よ
う
と
す
る
「
新
法
」
に
対
し
て
、
儀
大
夫
の
意
見

は
ま
さ
に
「
古
法
」
で
甘
い
と
判
断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
俸
禄
米
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
享
和
三
年
や
文
政
一
一
年

（
⑲
）

の
直
書
な
ど
を
み
る
限
り
、
忠
真
は
俸
禄
米
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
家
臣
を
困
窮
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
謝
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
救
済
の
た
め
に
も
で
き
れ
ば
増
額
し
た
い
と
い
う
意
志
を
常
に
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
臣
の
救
済
に
関
し

て
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
に
、
俸
禄
米
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
「
銘
々
暮
方
之
為
に
相
成
候
様
」
に
と
、
藩
主
御

（
卵
）

手
元
金
の
貸
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
気
に
な
る
の
は
、
享
和
三
年
の
直
書
の
中
で
、
家
臣
の
救
済
と

と
も
に
、
こ
と
さ
ら
譜
代
藩
と
し
て
の
軍
役
の
「
全
備
」
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
役
と
い
っ
て
も
当
時
の
家
中
軍
役
は
、
実
質
的
に
は
在
地
か
ら
の
夫
役
徴
発
に
よ
っ
て
凌
ぐ
体
制
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
と
く
に
海
防
に
関
す
る
危
機
意
識
も
い
ま
だ
現
実
味
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
自
体
は
多
分
に

（
副
）

理
念
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
中
心
真
が
譜
代
藩
と
し
て
公
儀
の
軍
役
負
担
に
応
え
る
だ
け
の
力
量
の
養
成
と
、
そ
の
た
め
の
家

臣
団
の
強
化
と
い
う
意
志
を
一
貫
し
て
も
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
改
革
前
年
の
六
月
二
六
日
に
、
忠
隣
の
二
○
○

回
忌
を
祈
念
し
て
、
戦
国
期
か
ら
の
家
臣
の
家
筋
に
対
し
、
先
祖
の
功
績
を
表
彰
す
る
一
方
で
、
御
影
供
の
餅
と
軍
扇
を
下
賜
し
て
い
る

（
醜
）

の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
知
行
高
直
し
が
代
々
御
番
帳
入
に
限
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
御
番
帳
入
ｌ
士
分
と
し
て
の
格
の
重
要
さ
を
再
構
築
す
る
と
い
う
側
面
も
も
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
俸
禄
米
に
お
け
る
上
級
家
臣
の
優
遇
も
、
彼
ら
が
藩
政
そ
し
て
軍
役
の
中
心
で
あ
る
こ

と
を
再
認
識
さ
せ
る
手
段
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
上
級
家
臣
ｌ
御
番
帳
入
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
家
臣
団
全
体
の
引
き
締
め

を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
家
臣
団
の
刷
新
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で



こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
十
ケ
年
御
勝
手
向
改
革
は
、
藩
財
政
の
再
建
と
い
う
課
題
を
軸
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
家
臣
の
救
済
や

家
臣
団
の
刷
新
・
引
き
締
め
ｌ
そ
れ
は
必
然
的
に
軍
役
の
問
題
を
芋
む
の
で
あ
る
が
ｌ
と
い
っ
た
課
題
を
同
時
並
行
的
に
果
た
そ
う
と
す

る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
藩
行
政
の
再
編
・
強
化
が
欠
か
せ
な
い
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
は
そ
の
総
合
体
と
し
て
打
ち
出

さ
れ
た
改
革
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
上
で
は
、
上
級
の
家
臣
ｌ
御
番
帳
入
（
士
分
）
の
再
編
を
中
心

と
し
た
藩
体
制
の
強
化
と
、
行
政
体
重
視
の
政
策
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
、
下
級
の
家
臣
層
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
犠
牲
を

強
い
る
結
果
と
な
っ
た
点
も
否
め
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
俸
禄
米
を
め
ぐ
る
問
題
は
ま

さ
に
そ
の
証
左
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
改
革
が
必
然
的
に
も
っ
た
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
結
果
か
ら
い
え
ば
、
儀
大
夫
の
危
倶
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
改
革
は
一
定
度
の
成
果
を
収
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
検
討

は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
条
件
、
と
く
に
具
体
的
な
財
政
再
建
策
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
改
革
の
意
図
や
方
針
が
、
そ
の
後
の
政
治
や
社
会
状
況
の
変
動
の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
迫
ら
れ
る
の
か
、
具
体
的
に
追
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
稿
を
準
備
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＆
〕
か
つ
い
ｏ

（
４
）
兵
庫
県
川
西
市
。
吉
岡
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
現
在
小
田
原
市
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
以
下
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
本
文
中
の

註

（
１
）
例
え
ば
大
口
勇
次
郎
氏
は
、
近
世
中
期
の
藩
政
改
革
に
共
通
す
る
特
徴
を
整
理
さ
れ
る
中
で
、
そ
の
一
つ
と
し
て
知
行
・
俸
禄
米
の
整
理
削
減
の

問
題
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
家
臣
団
の
維
持
再
生
産
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
節
減
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
「
日
本
歴
史
大
系
」
ｕ
「
幕
藩
体
制
の
展
開
と
動
揺
［
下
］
」
山
川
出
版
社
二
○
二
頁
）
。

（
２
）
山
口
啓
二
氏
は
、
藩
財
政
の
研
究
に
お
い
て
は
、
米
・
金
だ
け
で
収
支
を
み
る
の
で
は
不
十
分
で
、
軍
役
・
夫
役
の
人
数
も
財
政
に
含
め
て
考
察

す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幕
藩
制
の
構
造
的
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
鎖
国
と
開
国
」
岩
波
書
店
一
二
一
頁
）
。

（
３
）
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
近
世
後
期
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
ｌ
取
締
役
と
組
合
村
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
「
お
だ
わ
ら
ｌ
歴
史
と
文
化
ｌ
」
第
八

号
○
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史
料
は
こ
の
「
吉
岡
由
緒
書
」
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
一
部
は
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
藩
政
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
分
に
限
り
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
つ
い
て
は
「
同
書
」
の
項
目
解
説
（
九
六
一
頁
）
を
参
照
さ
れ

で
、
え

た
い
。

644

（
５
）
「
二
宮
尊
徳
全
集
」
第
十
四
巻
一
九
頁
。

（
６
）
宝
永
四
年
の
富
士
山
噴
火
と
そ
の
後
の
酒
匂
川
の
決
壊
に
よ
る
被
害
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
阿
部
昭
「
近
世
中
期
村
社
会
の
動
揺
と
そ
の

再
編
ｌ
小
田
原
藩
領
西
相
模
地
方
の
地
域
社
会
の
構
造
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
お
だ
わ
ら
ｌ
歴
史
と
文
化
ｌ
」
第
八
号
）
八
頁
の
補
注
（
１
）
（
２
）
に
、

関
連
す
る
論
文
・
文
献
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
（
小
田
原
市
立
図
書
館
郷
士
資
料
集
成
４
）
ｌ
岩
崎
甚
介
の
項
（
五
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
明
和
二
年
（
一
七
六

五
）
三
月
二
日
に
御
家
中
減
米
を
申
し
渡
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
際
部
屋
住
の
身
で
出
仕
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
一
統
の
宛

行
を
召
し
上
げ
、
五
カ
年
の
間
元
の
部
屋
住
に
差
し
戻
す
処
置
を
と
っ
た
と
い
う
。

（
８
）
深
谷
二
郎
「
相
州
小
田
原
藩
財
政
の
一
考
察
」
「
横
浜
市
立
大
学
学
生
論
集
」
一
一
号
二
近
世
神
奈
川
の
研
究
」
（
名
著
出
版
）
に
再
録
『

（
９
）
小
田
原
市
本
町
岩
瀬
正
直
家
文
書
「
藩
士
覚
書
」
。
な
お
、
こ
の
「
藩
士
覚
書
」
は
文
書
整
理
の
段
階
で
つ
け
ら
れ
た
仮
題
で
、
内
容
的
に
は
文

化
七
年
（
一
八
一
○
）
に
小
田
原
藩
が
、
地
味
の
劣
る
美
作
・
武
蔵
・
常
陸
領
分
の
領
地
替
え
を
願
い
出
た
際
に
、
関
連
資
料
と
し
て
こ
れ
ま
で
幕

府
に
提
出
し
た
同
種
の
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
上
申
書
に
は
「
寛
政
四
子
年
戸
田
様
御
老
中
之
節
被
差
出
候
書
附
控
」
と
す

る
朱
書
が
あ
る
が
、
本
文
中
で
亥
年
Ⅱ
寛
政
三
年
の
洪
水
を
「
四
ケ
年
巳
前
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
政
六
年
の
も
の
と
推
定
し
た
。

（
Ⅲ
）
享
保
元
年
に
は
美
濃
・
三
河
・
伊
豆
国
の
内
一
四
二
力
村
、
二
万
七
九
四
八
石
余
の
代
知
が
上
知
と
な
り
、
相
模
・
駿
河
国
の
内
九
四
力
村
が
返

還
と
な
っ
た
。
ま
た
延
享
四
年
に
は
播
磨
・
伊
豆
国
の
内
八
七
力
村
、
二
万
八
四
三
五
石
余
の
代
知
が
上
知
と
な
り
、
相
模
・
伊
豆
国
の
内
一
○
二

力
村
が
返
還
さ
れ
て
い
る
（
註
９
「
藩
士
覚
書
」
）
。
な
お
、
享
保
七
年
に
は
酒
匂
川
西
岸
を
中
心
と
す
る
村
々
が
返
還
さ
れ
る
が
、
同
一
○
年
の
洪

水
に
よ
っ
て
翌
一
一
年
に
再
び
幕
領
と
な
る
。

（
、
）
註
（
６
）
阿
部
論
文
補
注
参
照
の
こ
と
。

（
、
）
「
大
井
町
史
」
資
料
編
近
世
（
２
）
史
料
伽
一
六
五
～
一
七
四
に
こ
の
関
連
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
旧
）
（
ｕ
）
（
巧
）
註
（
９
）
「
藩
士
覚
書
」

（
肥
）
小
田
原
市
立
図
書
館
蔵
岩
瀬
正
直
家
文
書
。

（
Ⅳ
）
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
５
近
世
（
２
）
史
料
伽
六
六
。

（
肥
）
『
右
同
書
」
資
料
編
４
近
世
（
１
）
史
料
叱
二
、
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
血
二
五
八
。

（
的
）
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
恥
二
五
八
。



（
胡
）
前
掲
註
（
３
）
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
近
世
後
期
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
」

（
訂
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
１
石
原
五
郎
左
衛
門
の
項
（
一
五
三
頁
）
な
ど
。

（
銘
）
そ
の
意
味
で
安
政
五
年
の
「
順
席
帳
」
で
こ
の
部
屋
住
の
登
用
が
増
え
て
い
る
の
は
、
海
防
を
は
じ
め
と
す
る
軍
役
の
過
多
に
よ
っ
て
大
量
の
人

員
を
必
要
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
別
）
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
５
近
世
（
２
）
史
料
肋
六
八
。

（
虹
）
註
（
３
）
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
近
世
後
期
の
改
革
と
中
間
支
配
機
構
ｌ
取
締
役
と
組
合
村
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
。
ま
た
、
忠
真
の
改
革
に
つ

い
て
は
、
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
の
「
三
藩
政
４
後
期
の
藩
財
政
と
改
革
」
の
項
目
解
説
に
お
い
て
、
お
お
ま
か
な
整
理
を
加
え
て
い

る
の
で
、
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
〃
）
小
田
原
藩
の
年
貢
収
納
に
つ
い
て
は
、
「
二
宮
尊
徳
全
集
」
第
一
四
集
に
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
か
け
て
の

全
領
地
の
収
量
を
記
し
た
「
御
先
君
御
代
御
収
納
平
均
御
土
台
帳
」
と
、
同
様
に
寛
政
八
年
か
ら
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
収
量
を
記
し
た
「
忠

真
君
御
代
御
収
納
平
均
御
余
徳
帳
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
変
動
が
わ
か
る
（
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
５
近
世
（
２
）
に
史
料
伽
一
六
、
一

七
と
し
て
再
録
）
。
以
下
の
年
貢
収
量
は
こ
の
両
帳
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
昭
）
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
４
近
世
（
１
）
史
料
叱
二
。
な
お
、
こ
の
全
額
が
返
還
さ
れ
る
の
は
弘
化
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

（
型
）
（
妬
）
（
別
）
（
〃
）
文
政
五
年
「
小
田
原
掛
合
控
こ
（
大
阪
大
学
経
済
学
部
歴
史
系
資
料
室
蔵
鴻
池
家
文
書
）
。

（
邪
）
大
成
趣
法
・
惣
益
趣
法
・
上
方
趣
法
に
つ
い
て
は
註
（
別
）
「
小
田
原
掛
合
控
一
」
お
よ
び
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
、
天
保
元
年
～
「
惣

益
一
条
」
（
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
他
二
六
四
）
な
ど
参
照
の
こ
と
。
小
田
原
藩
で
は
こ
れ
以
前
に
も
こ
う
し
た
積
金
趣
法
を
行
な
っ

て
お
り
、
そ
の
一
端
と
し
て
註
（
３
）
拙
稿
で
、
難
村
助
成
趣
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
た
、
主
催
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
伊
豆
韮
山

の
江
川
代
官
所
で
行
な
わ
れ
た
講
な
ど
に
藩
が
参
加
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

（
別
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
１
吉
野
図
書
の
項
（
一
三
八
頁
）
。

（
釦
）
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
肋
二
六
三
。

（
釦
）
「
明
治
小
田
原
町
誌
上
」
（
小
田
原
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
集
成
ｌ
）
一
三
一
頁
。

（
犯
）
（
羽
）
文
政
年
間
「
江
戸
分
限
帳
」
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
肋
一
五
。

（
弘
）
吉
岡
家
は
知
行
高
三
四
○
石
で
あ
る
の
で
、
年
寄
役
を
勤
め
た
と
き
の
み
役
高
米
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
。

（
弱
）
「
吉
岡
由
緒
書
」
に
記
載
さ
れ
た
俸
禄
米
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
内
田
哲
夫
氏
が
若
干
の
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が
（
「
小
田
原
藩
ｌ
士
農
工
商

の
生
活
史
ｌ
」
有
隣
新
書
）
、
改
正
の
意
味
・
内
容
な
ど
を
段
階
的
に
捉
ら
え
て
い
な
い
た
め
に
、
基
本
的
な
読
み
違
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
数
値

の
取
り
方
に
も
問
題
が
あ
る
。
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職
を
罷
免
さ
れ
、

（
⑱
）
註
（
岨
）
註

（
帥
）
「
小
田
原
市
吏

（
釣
）
表
６
と
こ
の
集
計
部
分
と
は
数
値
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
集
計
部
分
の
計
上
の
方
法
が
不
明
で
あ
る
の
で
調
整
は
し
て
い
な
い
。

（
判
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
１
川
口
漉
右
衛
門
の
項
（
二
七
三
頁
）
。

（
“
）
「
右
同
書
」
４
１
川
口
漉
右
衛
門
の
項
（
一
二
二
頁
）
。

（
蛇
）
註
（
邪
）
「
惣
益
一
条
」
。
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
こ
の
節
の
史
料
は
「
惣
益
一
条
」
か
ら
引
用
し
た
。

（
“
）
「
御
家
中
先
祖
書
並
親
類
書
」
１
Ｉ
服
部
清
兵
衛
の
項
（
一
一
一
三
頁
）
。
な
お
註
（
３
）
拙
稿
「
小
田
原
藩
に
お
け
る
近
世
後
期
の
改
革
と
中
間
支

配
機
構
」
で
は
、
十
郎
兵
衛
は
文
政
二
年
八
月
の
役
人
削
減
の
際
に
、
御
勝
手
方
年
寄
で
あ
っ
た
儀
大
夫
に
か
わ
っ
て
頭
取
と
な
っ
た
と
書
い
た

が
、
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
の
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
“
）
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
肋
二
五
一
・

（
妬
）
「
右
同
書
」
史
料
肋
二
四
四
。
も
っ
と
も
、
吉
野
図
書
は
そ
の
後
も
大
成
趣
法
や
惣
益
趣
法
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
妬
）
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
報
徳
仕
法
が
導
入
さ
れ
た
後
も
こ
の
財
政
規
定
は
継
続
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
報

徳
仕
法
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
分
度
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
〃
）
「
小
田
原
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
Ⅲ
二
六
二
に
諸
稽
古
所
の
御
定
目
・
騨
業
次
第
・
捉
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
胡
）
忠
真
に
よ
っ
て
幕
府
の
勘
定
吟
味
役
に
取
り
立
て
ら
れ
た
川
路
聖
誤
は
、
そ
の
著
書
「
遊
芸
園
随
筆
」
（
「
日
本
随
筆
大
成
」
別
七
五
頁
）
の
中

で
、
世
上
の
者
が
感
服
し
た
忠
真
の
評
価
と
し
て
三
カ
条
を
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
は
す
べ
て
を
「
直
裁
」
に
し
て
、
少
し
も
家
来
の
手
に
か

け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
改
革
の
推
進
者
で
あ
っ
た
服
部
十
郎
兵
衛
も
、
文
政
一
二
年
一
一
月
一
○
日
に
「
思
召
」
に
よ
っ
て
家
老

職
を
罷
免
さ
れ
、
遠
慮
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
『
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
’
一
三
三
頁
）
。

【
付
記
］
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
小
田
原
市
史
編
さ
ん
室
、
大
阪
大
学
経
済
学
部
歴
史
系
資
料
室
、
松
村
隆
氏
、
鴻
池
家
資
料
室
、
鴻
池
善
右
衛
門

氏
、
井
上
築
氏
の
み
な
さ
ま
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

（
釦
）
史
料
。
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（
帥
）
「
小
田
原
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
史
料
肋
二
六
一
・
ま
た
、
天
保
六
年
に
は
組
抜
・
組
並
・
諸
組
付
の
者
に
対
し
て
手
元
金
七
○
○
両
を
下
げ
渡

し
て
い
る
（
「
同
書
」
史
料
肋
二
五
三
）
。

（
別
）
下
重
清
「
小
田
原
藩
の
海
防
ｌ
非
常
時
出
兵
体
制
か
ら
浦
固
体
制
へ
の
変
遷
ｌ
」
「
地
方
史
研
究
」
。
な
お
、
下
重
氏
に
よ
れ
ば
、
海
防
に
対
す
る

本
格
的
な
武
備
強
化
が
は
か
ら
れ
る
の
は
、
嘉
永
元
年
に
藩
主
忠
惑
が
武
備
強
化
に
関
す
る
直
書
を
下
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
「
嘉
永

～
安
政
期
の
小
田
原
藩
の
海
防
ｌ
武
備
強
化
の
様
相
と
夫
人
足
の
徴
発
」
「
小
田
原
地
方
史
研
究
」
一
九
号
）
。

（
記
）
「
御
家
中
先
祖
並
親
類
書
」
１
１
田
中
助
大
夫
の
項
（
一
二
四
頁
）
な
ど
。




