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蒲
生
領
と
な
る 

農
民
か
ら
身
を
お
こ
し
て
、
戦
国
時
代
の
悲
惨
な
国
内
を
統
一
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
日
本
の
出
世
頭
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
天
正
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
年
（
一
五
九
〇
）
秀
吉
は
、
早
雲
以
来
の
力
を
も
っ
て
抵
抗
す
る
北
条
氏
を
、
長
期
戦
の
構
え
で
小
田
原
城
に
包
囲
し
た
時
、
奥
羽 

地
方
の
大
名
た
ち
を
呼
び
つ
け
て
服
従
を
せ
ま
っ
た
。
そ
の
時
二
百
年
来
こ
の
地
方
を
領
し
た
伊
達
氏
は
秀
吉
の
力
に
お
さ
れ
て
仕
舞
い
、
翌
年
（
一
五
九
一
）

十
月
に
は
国
替
え
を
命
ぜ
ら
れ
て
宮
城
県
地
方
に
去
り
、
代
っ
て
蒲
生
氏
郷
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
氏
郷
が
会
津
若
松
を
本
拠
と
し
た
の
は
前
年
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
戦
国
大
名
領
は
分
国
的
な
体
制
の
中
で
、
領
为
の
わ
が
ま
ま
に
近
い
統
治
さ
え
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
今
度
は
、
中
央
政
府
で

あ
る
豊
臣
秀
吉
政
権
の
力
の
も
と
に
政
策
が
滲
透
し
、
即
ち
大
名
は
領
地
を
知
行
と
し
て
受
け
る
と
共
に
、
軍
役
そ
の
他
を
誓
約
す
る
と
い
う
新
し
い
体
制
、

近
世
封
建
制
が
確
立
さ
れ
る
。 

新
し
い
領
为
に
な
っ
た
蒲
生
氏
の
先
祖
は
、
「
む
か
で
退
治
」
の
昔
話
で
名
高
い
俵
藤
太
秀
郷
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。
初
め
近
江
に
い
て
六
角
氏
に
仕
え

て
い
た
が
、
氏
郷
に
な
る
と
信
長
に
つ
き
、
後
に
秀
吉
に
随
っ
て
伊
勢
松
坂
で
一
二
万
石
を
領
し
て
い
た
。
秀
吉
の
九
州
の
島
津
征
討
に
は
軍
功
が
あ
り
、
步

将
と
し
て
の
名
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
と
か
ど
の
知
識
人
で
も
あ
り
、
秀
吉
の
信
望
が
厚
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
奥
羽
の
関
門
と
し
て
要
衝
の
地
で
あ

っ
た
会
津
若
松
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
氏
郷
は
三
十
歳
な
か
ば
の
壮
年
で
あ
っ
た
と
し
、
又
切
支
丹
宗
に
入
信
し
て
洗
礼
名
も
持

っ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。 新

し
く
領
地
を
与
え
ら
れ
た
大
名
に
と
っ
て
、
最
初
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
領
内
要
衝
の
地
に
有
力
家
臣
を
配
置
し
て
領
内
の 

治
安
を
は
か
る
こ
と
と
共
に
、
隣
国
大
名
に
対
し
て
の
軍
用
を
と
と
の
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
氏
郷
の
領
国
体
制
の
う
ち
、
置
賜
地 

方
を
見
る
と
、 
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と
な
っ
て
い
る
。
荒
砥
、
鮎
貝
に
は
伊
達
氏
時
代
か
ら
城
が
あ
り
、
鮎
貝
氏
、
大
達
目
（
大
立
目
）
氏
の
よ
う
な
大
き
な
家
臣
を
步
将
と
し
て
配
し
、
山
形

の
最
上
氏
の
勢
力
に
備
え
て
あ
っ
た
が
、
蒲
生
氏
の
「
家
中
分
限
」
や
他
の
史
料
に
も
城
为
、
城
将
と
し
て
名
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
後
年
上
杉
氏

の
記
録
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

荒
砥 
水

野 

三
左
エ
門 

鮎
貝 

高

井 

権
右
エ
門
、
村

田

弥

助 

水
野
三
左
エ
門
は
「
家
中
分
限
」
に
、
寄
合
組
の
筆
頭
五
千
石
と
あ
り
、
「
天
正
十
九
年
七
月
廿
日
氏
郷
九
戸
步
者
押
之
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
「
八
番
手
左 

水
野
三
左
エ
門
」
と
見
え
る
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
又
、
「
会
津
領
为
分
限
帳
」
の
「
蒲
生
氏
郷
公
御
家
来
知
行
附
」
に
は
、
四
千
石
水
野
三
左
エ
門
と
あ
る
。

右
の
記
録
中
天
正
十
九
年
七
月
の
九
戸
步
者
押
と
い
う
の
は
、
当
時
岩
手
県
地
方
の
南
部
氏
に
内
紛
が
あ
っ
た
際
、
命
に
よ
っ
て
蒲
生
氏
が
出
陣
し
た
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
時
に
は
当
地
方
と
は
関
係
な
く
、
置
賜
地
方
が
蒲
生
領
に
な
る
の
は
同
年
の
秋
九
月
か
ら
で
あ
る
。
又
、
「
蒲
生
氏
郷
公
御
家
来
知
行
附
」
の
知

行
高
が
違
っ
て
い
た
の
は
何
に
よ
る
も
の
か
。
思
う
に
蒲
生
氏
の
初
め
の
知
行
は
会
津
と
福
島
県
中
部
で
四
三
万
石
、
翌
年
伊
達
、
信
夫
、
置
賜
の
加
増
に
よ

っ
て
七
三
万
石
あ
ま
り
、
そ
の
後
の
検
地
に
よ
っ
て
九
一
万
石
余
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
、
家
臣
の
知
行
高
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
鮎
貝

城
に
居
っ
た
と
言
わ
れ
る
高
井
権
右
エ
門
、
村
田
弥
助
に
つ
い
て
は
、
前
記
三
記
録
並
び
に
「
会
津
領
为
分
限
帳
」
中
の
「
藤
三
郎
秀
行
公
御
家
来
知
行
附
」

に
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
分
限
帳
に
よ
る
と
、
氏
郷
の
分
は
侍
数
で
二
六
一
人
、
秀
行
の
分
は
七
八
五
人
の
知
行
高
と
人
名
、
特
に
秀
行
の
分
は
知

行
高
三
〇
石
の
末
輩
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
鮎
貝
の
歴
史
』
（
今
三
五
郎
著
）
は
高
井
、
村
田
に
つ
い
て
、
「
鮎
貝
城
将
高
井
権
右
エ
門
は

蒲
生
氏
譜
代
の
家
臣
の
よ
う
で
あ
る
が
、
其
来
歴
に
つ
い
て
は
何
等
伝
う
る
と
こ
ろ
が
な
く
明
ら
か
で
な
い
。
鮎
貝
城
の
守
護
と
し
て
入
部
し
た
の
は
、
米
沢

城
为
蒲
生
四
郎
兵
衛
郷
安
の
被
官
と
し
て
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
「
藤
三
郎
倉
入
在
々
高
物
成
帳
」
に
は
鮎
貝
、
深
山
は
そ
の
倉
入
地
で
あ
り
、
置
賜
郡
内

の
同
倉
入
地
の
支
配
が
米
沢
城
为
蒲
生
四
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
飛
躍
と
ば
か
り
言
え
な
い
。 

荒
砥
・
鮎
貝
の
両
城
が
領
境
に
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
軍
防
上
の
重
要
性
は
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
然
し
、
蒲
生
氏
は
、
秀
吉
政
権
の
も
と
で
に
わ
か
に

増
大
し
た
大
名
で
あ
る
た
め
、
家
臣
団
の
質
的
な
弱
さ
を
伴
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
米
沢
城
为
、
小
国
城
为
と
も
に
近
年
为
家
を
失
っ
た
浪
人
を
抱
え
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
も
言
え
る
。
こ
の
た
め
家
臣
統
制
に
は
難
し
い
も
の
が
あ
り
、
終
始
内
紛
が
た
え
な
か
っ
た
等
の
こ
と
か
ら
、
領
境
重
要
地
で
あ
る
荒
砥
、

鮎
貝
の
両
城
に
、
最
大
級
の
家
臣
を
配
置
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

新
し
い
領
为
が
支
配
の
第
一
段
階
と
し
て
行
う
施
政
は
、
步
将
の
領
内
配
置
と
共
に
緊
急
の
も
の
と
し
て
、
領
内
に
お
け
る
耕
地
と 

内
閣
文
庫
「
蒲
生
氏
郷 

天
正
十
九
年
分
限
帳
」 

太
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検
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住
民
の
把
握
が
あ
っ
た
。
当
時
の
租
税
、
年
貢
の
大
部
が
農
民
の
生
産
物
で
あ
っ
た
以
上
、
緊
急
で
且
つ
大
き
な
意
味
を
も
つ
重
大 

な
作
業
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
検
地
の
必
要
性
は
前
代
と
て
変
り
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
に
は
（
蒲
生
氏
時
代
）
秀
吉
政
権
の
命
令

が
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
特
に
重
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
信
長
を
初
め
秀
吉
は
征
服
に
よ
っ
て
得
た
土
地
に
対
し
て
、
新
し
い
方
法
に
よ

る
完
全
な
検
地
を
次
々
に
命
じ
た
。
新
た
な
方
法
と
い
う
の
は
、 

旧
法 
六
尺
五
寸×

六
尺
五
寸
＝
一
歩 

 
 

三
百
六
十
歩
＝
一
反 

新
法 

六
尺
三
寸×

六
尺
三
寸
＝
一
歩 

 
 

三

百

歩
＝
一
反 

で
あ
り
、
一
反
の
面
積
は
、
二
割
七
分
程
の
面
積
増
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
領
为
た
ち
が
、
租
税
（
年
貢
）
を
増
徴
す
る
た
め
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
尤
も
、
蒲
生
氏
の
実
際
の
丈
量
間
は
六
尺
五
寸
に
し
て
い
る
が
、
年
貢
増
収
は
た
だ
ち
に
領
为
の
戦
費
と
な
り
、
戦
乱
を
更
に

大
き
く
す
る
と
い
う
悪
循
環
の
原
因
で
あ
り
、
住
民
た
ち
の
幸
福
と
は
少
し
の
関
わ
り
も
な
か
っ
た
。 

上
田 

一
石
五
斗 

 

中
田 
一
石
三
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下
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一
石
一
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上
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一
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中
畑 

七
斗
五
升 

 

下
畑 

 
 

五
斗 

屋
敷 

一
石 

以
上
は
各
々
一
反
歩
に
対
す
る
税
の
基
準
で
あ
っ
て
、
石
盛
と
い
う
。
こ
れ
に
税
率
の
「
免
」
を
乗
じ
た
も
の
が
税
額
で
あ
り
、「
物
成
」
と
言
わ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
税
制
は
、
生
産
物
を
貨
幣
で
評
価
し
た
「
貫
高
制
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
。
検
地
に
あ
た
っ
て
は
、
増
徴
が
あ
く
ま
で
眼

目
で
あ
っ
た
か
ら
、
開
墾
間
も
な
い
耕
地
、
隠
し
耕
地
の
摘
発
も
徹
底
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
各
地
方
に
步
装
抵
抗
が
起
り
、
領
为
が
責
任
を
問
わ
れ
廃

さ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
た
と
こ
ろ
も
数
カ
所
に
お
よ
ん
だ
。
数
年
鮎
貝
に
入
部
し
た
本
庄
氏
の
祖
先
繁
長
が
、
庄
内
農
民
の
反
抗
に
あ
い
、
秀
吉
政
権
の
命
令

で
地
位
を
追
わ
れ
る
と
い
う
事
件
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
其
の
一
例
で
あ
る
。
秀
吉
政
権
は
犯
行
の
为
謀
者
、
責
任
者
を
血
祭
り
に
し
て
迄
も
検
地
を
敢
行
し
た
。

尚
、
奥
羽
地
方
の
検
地
に
つ
い
て
の
秀
吉
の
態
度
は
、
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
有
力
農
民
や
百
姓
た
ち
に
合
点
の
い
く
様
に
説
明
し
、
若
し
不
承

知
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
城
为
な
ら
ば
そ
の
も
の
の
城
へ
追
い
入
り
一
人
も
残
ら
ず
な
で
切
り
に
い
た
せ
、
又
百
姓
の
場
合
は
一
郷
（
村
）
で
も
二
郷
で
も

な
で
切
り
に
仕
る
べ
く
、
日
本
中
山
の
奥
、
海
は
櫓
か
い
の
つ
づ
く
限
り
実
施
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
、
ま
さ
に
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
秀
吉
の
権
幕
が
窺
わ
れ
る
。 

こ
こ
で
当
時
の
農
村
の
社
会
構
造
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
未
だ
自
給
自
足
の
域
を
出
な
い
経
済
生
活
は
、
宗
教
に
携
わ
る
も
の
も
加
え
、
こ
と
ご
と
く

農
業
関
係
者
で
、
諸
職
人
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
も
す
べ
て
兼
業
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
然
し
、
有
力
な
農
民
は
譜
代
の
家
来
を
も
ち
、
そ
の
上
步

力
の
備
え
さ
え
あ
っ
た
。
さ
ら
に
領
为
と
も
为
従
の
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
従
っ
て
村
の
権
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
は
平
百
姓
の
自
作



農
民
で
、
零
細
農
民
も
多
く
存
在
し
て
い
た
。
太
閤
検
地
の
ね
ら
い
は
、
耕
作
権
を
大
き
く
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
耕
作
者
を
耕
地
の
名
請
人
と
し
、
納
税
義

務
者
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
農
の
在
地
権
力
を
弱
め
て
、
納
税
の
円
滑
化
を
目
指
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
検
地
の
丈
量
、
賦
課
基
準

の
大
変
更
も
含
め
て
、
土
地
制
度
史
上
の
一
大
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
近
世
的
な
も
の
へ
の
推
移
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
所
似
は
こ
こ
に
あ

っ
た
。 

太
閤
検
地
が
、
山
形
県
内
陸
部
の
当
地
方
で
実
施
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
久
し
い
間
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
太
閤
検
地
の
施
行
を
証
明

す
る
史
料
の
発
見
が
あ
り
、
も
は
や
疑
い
の
な
い
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
地
方
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
抵
抗
は
な
く
、
極
め
て
平
穏
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
当
時
こ
の
地
方
は
、
伊
達
氏
の
移
封
に
よ
っ
て
村
の
権
力
者
も
移
動
し
て
お
り
、
步
力
構
想
す
る
迄
の
力
が
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
昭
和

三
十
六
年
に
な
っ
て
、
長
井
市
成
田
の
飯
沢
家
か
ら
単
独
の
古
文
書
（
飯
沢
長
吉
氏
蔵
）
が
発
見
さ
れ
、
直
ち
に
県
の
文
化
財
に
指
定
を
う
け
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
「
下
長
井
庄
成
田
村
、
そ
し
ま
ん
所
の
儀
、
前
代
よ
り
の
す
ぢ
め
と
言
、
今
度
天
下
様
御
検
地
の
上
、
い
よ
い
よ
田
畠
や
ま
は
や
し
野
河
原
、
相
違
な
く

差
配
い
た
す
べ
く
、
誰
人
も
申
分
こ
れ
あ
る
ま
じ
く
候 

并

田
畠
小
作
に
あ
づ
け
候
と
も
、
其
方
た
る
べ
く
候
者
な
り
、
仍
て
件
の
如
し
、
追
て
そ
し
総
領
も

ん
と
う
い
た
さ
ず
郷
中
を
ま
か
な
い
申
べ
く
候 

以
上
」
と
あ
り
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
十
六
日
、
松
下
播
摩
守
か
ら
飯
澤
三
ノ
九
郎
殿
と
あ
っ

て
、
此
の
文
書
の
包
み
紙
に
も
「
松
下
播
摩
守
様
御
墨
附
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
松
下
播
摩
守
は
、
恐
ら
く
秀
吉
政
権
の
下
級
官
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

庶
子
（
そ
し
）
持
分
の
ま
ん
所
（
管
理
）
に
は
、
前
代
よ
り
の
す
ぢ
め
が
あ
る
。
天
下
様
（
秀
吉
）
の
検
地
の
上
、
所
有
の
耕
地
、
野
河
原
ま
で
ま
ち
が
い
な

く
飯
沢
氏
が
差
配
す
る
こ
と
は
、
誰
人
も
申
分
な
い
、
ま
た
耕
地
は
小
作
に
あ
ず
け
て
い
て
も
、
所
有
権
は
其
方
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
庶
子
と
総
領
、
所
有

地
に
つ
い
て
争
う
こ
と
な
く
仲
よ
く
や
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
置
賜
地
方
か
ら
伊
達
氏
が
し
り
ぞ
き
、
蒲
生
領
に
な
っ
た
ば
か
り
の
、
そ
の
月

の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
葉
の
史
料
は
天
正
の
検
地
の
実
施
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
現
地
の
測
量
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ

る
。
蒲
生
氏
は
前
領
为
か
ら
あ
る
程
度
の
資
料
を
引
き
継
い
だ
と
し
て
も
、
太
閤
検
地
が
目
ざ
し
た
石
高
制
へ
の
志
向
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
、
家
臣
へ
の

知
行
割
か
ら
も
検
地
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
急
い
で
村
々
の
責
任
者
か
ら
提
出
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
「
指

出
し
検
地
」
と
い
わ
れ
る
。 

米
沢
上
杉
氏
が
伝
え
た
記
録
に
「
邑
鑑
」
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
頃
、
検
地
を
も
と
に
、
当
時
置
賜
地
方
の
総
差
配
で

あ
っ
た
米
沢
城
为
蒲
生
四
郎
兵
衛
の
手
に
成
る
も
の
と
さ
れ
、
一
六
世
紀
末
に
検
地
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
て
来
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ
て
検
地
帳
の
発

見
も
あ
り
、
内
閣
本
岩
城
国
古
文
書
の
研
究
か
ら
、
い
よ
い
よ
太
閤
検
地
実
施
の
確
実
性
が
立
証
さ
れ
て
来
て
い
る
。
尚
、
当
白
鷹
町
に
於
い
て
も
、
こ
の
検

地
の
存
在
を
裏
付
け
る
史
料
が
あ
る
。 



跡
々 

之
御
検
地
帳
并

萬
帳
共
只
今
与
頭
中
へ
相
渡
申

註
（
マ
ヽ
）

文
事 

一
文
禄
三
年
御
検
地
之
事 

 
 

一
寛
弐
御
検
地
帳
之
事 

（
中
略
） 

正
保
五
年
四
月
四
日 

 

こ
の
史
料
は
、
正
保
が
慶
安
に
改
元
さ
れ
た
当
時
（
一
六
四
八
）
の
も
の
で
あ
り
、
表
題
の
文
意
は
以
前
（
跡
々
）
か
ら
の
検
地
帳
や
、
い
ろ
い
ろ
な
帳
簿

を
只
今
与
頭
（
く
み
が
し
ら
）
へ
渡
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
深
山
地
区
と
考
え
ら
れ
る
村
役
（
五
名
連
署
）
が
、
請
取
り
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

わ
が
町
に
も
文
禄
の
検
地
帳
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
当
時
す
で
に
存
在
意
義
を
失
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
年
数
に
し
て
五
十
年
経
過
し
て
お
り
、

村
の
様
子
は
大
き
く
変
化
し
、
土
地
の
所
有
者
の
移
動
、
所
有
の
形
態
さ
え
異
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
耕
地
は
大
幅
に
増
加
し
て
新
し
い
検
地
帳
が
あ
っ
た
の

で
、
文
禄
検
地
帳
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
り
、
散
逸
の
憂
き
目
を
見
た
も
の
と
お
も
う
。 

前
述
し
た
検
地
帳
の
発
見
と
い
う
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
確
認
さ
れ
た
露
藤
村
の
も
の
で
あ
っ
た
（
現
高
畠
町
）。
又
、
昭
和
四
十
六
年
に
、
飯
豊
町
中

津
川
地
区
か
ら
も
発
見
さ
れ
た
。
共
に
写
本
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
史
料
価
値
は
大
き
い
。
こ
こ
で
、
以
上
二
つ
の
検
地
帳
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
時
の
農
村
社
会
の
一
端
を
理
解
す
る
手
段
と
す
る
。
ま
ず
、
露
藤
村
の
検
地
帳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
露
藤
村
と
「
露
藤
之
内
中
嶋
分
」
と
に
分
か

れ
て
お
り
、
前
者
の
方
で
は
所
有
高
が
名
請
人
の
間
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
五
〇
石
台
が
二
人
、
四
〇
石
台
三
人
、
三
〇
石
台
二
人
、
二
〇
石
台
三
人
、
二

〇
石
に
近
い
者
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
一
五
人
は
一
〇
石
未
満
五
人
、
五
石
未
満
の
零
細
農
が
一
〇
人
も
見
え
る
。
な
お
、
屋
敷
所
有
で
零
細
農
が
い
る

の
は
、
他
村
に
出
作
地
を
持
つ
も
の
か
、
屋
敷
を
所
持
し
な
い
の
は
入
作
者
で
あ
る
の
か
、
検
地
帳
だ
け
か
ら
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
わ
れ

て
い
る
。
一
方
中
嶋
分
と
い
う
の
は
、
三
河
な
る
名
請
人
が
九
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
他
は
殆
ど
五
石
未
満
の
零
細
で
あ
る
が
、
屋
敷
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
。
そ
れ
で
は
入
作
か
と
い
う
と
、
露
藤
之
村
の
方
の
名
請
人
と
し
て
は
表
れ
て
来
な
い
。
次
に
中
津
川
地
区
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
小
坂
村
検
地
帳
で

あ
る
。
こ
の
小
坂
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
現
在
工
事
中
の
白
川
ダ
ム
に
よ
っ
て
近
く
水
没
す
る
運
命
に
あ
る
。
こ
の
村
高
は
田
二
一
石
〇
七
六
四
、
畠
五
一
石
四

一
四
五
の
小
村
で
あ
り
、「
蒲
生
氏
領
高
目
録
帳
」
に
は
村
名
が
な
く
、「
邑
鑑
」
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
、
村
高
も
五
九
石
三
八
と
あ
る
か
ら
、
写
本
の
成
立
は

「
邑
鑑
」
作
成
当
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
検
地
帳
の
内
容
を
見
る
と
、
田
高
の
九
八
パ
ヷ
セ
ン
ト
ほ
ど
が
一
人
に
名
請
さ
れ
、
他
の
〇
石
四
三
九
八
を
宗

教
関
係
者
と
み
ら
れ
る
一
名
が
名
請
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
畠
の
名
請
人
は
九
名
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
（
田
の
大
部
分
を
名
請
し
て
い
る
）
は
六

青
木
家
文
書 

「
於
新
砥
萬
覚
」 



七
パ
ヷ
セ
ン
ト
程
の
三
四
石
八
六
七
八
を
所
有
し
て
、
八
石
九
二
〇
二
が
一
人
、
四
石
二
五
五
八
が
一
人
の
ほ
か
は
、
石
未
満
の
極
め
て
零
細
規
模
で
あ
る
（
井

上
俊
雄
「
文
禄
三
年
の
小
坂
村
検
地
帳
」『
羽
陽
文
化
』
第
九
三
号
）。 

以
上
二
つ
の
村
の
文
禄
検
地
帳
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
容
を
少
し
く
見
て
来
て
、
そ
の
両
村
と
も
に
小
数
の
者
に
よ
っ
て
、
耕
地
の
大
部
分
が
名
請
さ
れ
て

い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
事
実
は
、
秀
吉
政
権
の
、
耕
作
権
を
大
き
く
認
め
、
大
農
の
力
を
弱
め
て
行
こ
う
と
す
る
理
念
と
一
致
し
て
い
な
い
。

な
る
程
、
伊
達
氏
の
移
封
と
共
に
伝
統
的
な
在
地
勢
力
は
、
中
級
家
臣
ま
で
も
为
家
と
共
に
行
動
を
同
じ
く
し
た
か
ら
、
步
力
抗
争
の
根
は
な
く
な
っ
て
い
て

も
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
進
行
の
速
度
、
分
解
の
進
展
の
様
相
は
、
秀
吉
政
権
が
検
地
を
実
施
し
て
来
た
関
西
地
方
や
、
ま
た
関
東
地
方
の
先
進
地
帯
と
は
相

当
の
違
い
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
地
の
情
況
に
、
あ
る
程
度
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
後
村
の
支
配
を
整
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
旧
勢
力
を
利
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
な
り
、
そ
こ
で
出
来
た
の
が
検
地
帳
の
結
果
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
一
部
譲
歩
し
た
と

見
ら
れ
る
妥
協
の
姿
勢
は
、
こ
の
地
方
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
庄
内
地
方
の
太
閤
検
地
は
、
土
地
の
丈
量
は
と
も
か
く
と
し
て
、
評
価
は
永
楽
銭
の
文
に
依

っ
て
い
る
し
、
宮
城
県
や
新
潟
県
地
方
も
石
高
制
が
定
着
す
る
に
は
、
な
お
時
間
を
要
し
て
い
る
の
は
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
以
上
見
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

郷
土
地
方
の
内
容
や
様
子
も
、
大
き
な
違
い
が
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。 

内
閣
文
庫
の
中
に
、「
岩
代
国
古
文
書
」
と
い
う
七
冊
の
古
文
書
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
共
に
蒲
生
領
当
時
の
も
の
が
伝
わ
っ
た
も
の
で 

あ
る
。
そ
の
中
の
各
郡
の
「
高
目
録
帳
」
に
は
、
領
内
の
村
々
の
品
等
、
村
名
、
村
高
及
び
差
配
者
名
が
記
し
て
あ
り
、
成
立
は
文 

禄
三
年
（
一
五
九
四
）
七
月
吉
日
と
な
っ
て
お
り
、
先
述
し
た
露
藤
村
の
検
地
帳
に
あ
る
同
年
の
六
月
廿
日
と
の
差
が
僅
か
で
あ
る
の
は
、
領
内
各
村
の
集
計

が
大
規
模
に
且
つ
急
速
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
又
、「
藤
三
郎
倉
入
在
々
高
物
成
帳
」（
慶
長
二
年
―
一
六
九
七
）
に
は
、
長
男
で
あ
っ
た

秀
行
の
倉
入
地
の
村
名
、
高
、
免
、
物
成
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
義
信
氏
の
「
山
形
県
置
賜
地
方
に
お
け
る
近
世
初
期
の
農
村
」
に
は
「
高
目
録
帳
」、

「
高
物
成
帳
」
「
邑
鑑
」
の
内
容
が
一
つ
の
表
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
当
地
の
分
だ
け
を
抜
い
て
転
載
し
た
の
が
第
１
表
で
あ
る
。 

こ
の
表
を
見
て
気
付
く
こ
と
は
、
先
ず
村
の
品
等
で
あ
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
の
通
年
と
は
違
う
村
が
い
く
つ
か
は
見
え
、「
高
物
成
帳
」
と
関
係
あ
る
の
は

鮎
貝
・
深
山
、
黒
藤
の
み
で
あ
り
、
各
村
の
免
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
邑
鑑
」
と
の
相
違
は
大
き
な
も
の
で
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
然
し
、
鮎

貝
、
深
山
、
黒
藤
を
見
る
限
り
、
「
邑
鑑
」
よ
り
は
或
る
程
度
高
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。「
高
目
録
帳
」
の
各
村
の
品
等
と
、「
邑
鑑
」
の
免
を
比
較
す

る
と
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
先
ず
、
上
の
黒
鴨
の
二
八
パ
ヷ
セ
ン
ト
は
下
の
田
尻
の
三
四
パ
ヷ
セ
ン
ト
と
は
甚
だ
均
衡
が
と
れ
な
い
し
、
中
の
下
山
三
四
パ
ヷ

セ
ン
ト
は
上
の
石
那
田
、
馬
場
、
朝
立
と
同
位
で
あ
り
、
中
山
の
三
五
パ
ヷ
セ
ン
ト
、
萩
野
の
三
九
パ
ヷ
セ
ン
ト
は
共
に
品
等
下
で
あ
る
が
免
は
高
率
で
あ
る
。

い
ず
れ
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
基
準
を
ど
こ
に
置
い
た
も
の
か
判
明
し
な
い
限
り
、
疑
問
だ
け
が
残
る
も
の
で
あ
る
。
村
名
中
「
滝
」
と
あ
る
も
の
は
、
当
然

高

目

録

帳 

高

物

成

帳 



滝
野
村
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
も
の
か
、
或
い
は
誤
写
で
あ
る
も
の
か
不
明
で
あ
り
、
黒
藤
、
朝
立
両
村
の
用
字
は
伊
達
氏
時

代
の
も
の
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
し
く
造
ら
れ
た
村
と
考
え
ら
れ
る
「
生
歩
」
は
珍
し
い
用
字
で
あ
る
。「
高
物
成
帳
」
に
は
村
高
と
物
成
額
が
記

載
さ
れ
て
あ
り
、
鮎
貝
、
深
山
合
計
村
高
一
、
八
九
五
石
に
、
免
は
三
ツ
五
分
成
と
し
て
、
六
六
五
石
六
五
の
物
成
で
あ
る
が
、
八
合
の
切
捨
に
な
っ
て
い
る
。

同
じ
倉
入
り
で
あ
っ
た
黒
藤
の
物
成
は
、
七
七
九
石
一
四
三
と
な
る
。 

 

 
 



  
 

文禄３年(1594) 

高目録帳 

慶長 2 年(1597) 

高物成帳 
邑 鑑 

村 名 
村の

品等 
高 

（石） 
高   免 
（石） （％） 

高  免 
（石） （％） 

高 玉 

田 尻 

横 越 

山 口 

中 

下 

中 

中 

2,030.30 

892.96 

1,149.12 

1,028.97 

 同   23 

同   34 

同   23 

同   28 

鮎 貝 

深 山 

箕 和 田 

高 岡 

黒 鴨 

栃 窪 

上 

中 

中 

下 

上 

下 

1,583,26 

311.82 

227.14 

435.68 

106.70 

93.07 

鮎 貝  深山 

1,895.00 35 

1,583.24  33 

同   31 

同   26 

同   35 

同   28 

同   23 

石 那 田 

馬 場 

小 歩 

下 山 

佐 野 原 

大 瀬 

上 

上 

中 

中 

下 

中 

976.45 

1,038.63 

271.71 

217.76 

85.48 

130.11 

 同   34 

1,038.427 34 

同(菖蒲)  20 

217.745  34 

同(佐野原) 28 

同   23 

 

十 王 上 1,118.56  同( 王)  36 

滝 

萩 野 

中 山 

上 

下 

下 

371.89 

300.25 

454.84 

 同(滝野)  39 

同   39 

同   35 

 

黒 藤 

朝 立 

上 

上 

1,731.43 

367.74 

同   45 同(畔藤)  43 

同(浅立)  34 

 

合 計  14,923.87  14,923.812 

第 1 表  近世初頭の村高 

近世 



多
く
の
住
民
た
ち
が
自
ら
の
必
要
に
よ
り
一
定
の
地
域
を
村
と
し
て
表
現
し
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
県
内
で
も
南 

北
朝
ご
ろ
に
は
多
く
見
ら
れ
（
『
旧
山
形
県
史
』
巻
一
）、
近
い
所
で
は
長
井
市
成
田
の
飯
沢
家
文
書
の
中
で
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
） 

に
は
「
村
」
と
あ
る
。
然
し
、
暫
ら
く
す
る
と
村
は
郷
に
か
わ
っ
て
来
て
、
室
町
時
代
に
な
る
と
郷
が
普
通
と
な
る
。
そ
の
こ
ろ
当
地
方
を
領
有
し
て
い
た
伊

達
氏
の
文
書
に
は
、
し
ば
し
ば
郷
名
が
あ
ら
わ
れ
る
。
蚕
桑
地
区
で
は
、
高
玉
郷
が
あ
り
、
横
越
郷
が
出
て
来
る
。
東
根
地
区
で
は
黒
藤
、
あ
さ
だ
ち
の
両
郷

が
見
え
、
又
、
荒
砥
郷
も
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
鮎
貝
方
面
の
各
地
区
か
ら
は
山
口
、
田
尻
も
含
め
て
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
旧
荒
砥
町
の
各
地
区

や
、
十
王
、
鷹
山
方
面
の
地
名
も
共
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
伊
達
文
書
の
史
料
的
制
約
の
ほ
か
に
、
鮎
貝
に
は
鮎
貝
氏
が
在
城
し
て
い
て
、
そ
の
周

囲
を
一
円
的
に
支
配
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
鮎
貝
氏
の
勢
力
の
大
き
さ
は
、
为
家
で
あ
る
伊
達
氏
も
守
護
不
入
と
い
う
特
権
を
認
め
る
程
で
あ
る
か

ら
、
周
辺
の
部
落
が
、
伊
達
文
書
に
出
て
来
な
く
て
も
不
思
議
は
な
い
。
又
、
荒
砥
郷
は
黒
藤
郷
の
年
貢
が
三
〇
貫
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
二
五
貫
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
旧
荒
砥
町
は
勿
論
、
十
王
、
鷹
山
を
す
べ
て
合
わ
せ
た
規
模
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
荒
砥
在
城
の
大
達
（
立
）
目
氏
も
有
力
家
臣

で
あ
っ
た
た
め
に
、
か
な
り
一
円
的
な
所
領
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。 

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、
秀
吉
政
権
は
伊
達
氏
へ
移
封
を
命
じ
た
。
そ
こ
へ
新
領
为
と
し
て
蒲
生
氏
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
多
く
の
村
が
い
き
な
り
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
、「
高
目
録
帳
」
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
移
封
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
農
村
に
生

活
の
拠
点
を
も
っ
て
い
た
中
級
家
臣
も
去
っ
た
上
に
、
年
貢
収
取
や
把
握
の
単
位
と
な
っ
て
い
た
中
世
在
家
の
内
容
も
、
分
解
し
な
が
ら
変
質
の
過
程
を
た
ど

っ
て
い
た
。
然
し
、
文
禄
検
地
帳
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
規
模
の
経
営
为
も
存
在
し
て
い
る
。
彼
等
は
未
だ
兵
農
分
離
以
前
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
常
に
大

き
な
力
も
影
響
力
を
も
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
新
領
为
に
と
っ
て
支
配
の
末
端
、
村
落
機
構
に
最
も
有
効
な
把
握
の
拠
点
と
し
て
彼
等
を
組
み
入
れ
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
新
し
い
村
が
成
立
す
る
原
因
で
あ
り
過
程
で
あ
っ
た
。
村
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
多
く
山
や
川
、
其
の
他
の
自
然
条
件

に
依
り
境
界
と
し
た
こ
と
は
、
現
在
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
力
の
均
衡
を
失
っ
た
場
合
に
は
甚
し
く
不
自
然
で
あ
っ
た
り
、
入
会
権
の
よ
う
な

も
の
も
成
立
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
村
落
首
長
の
職
名
は
す
で
に
肝
煎
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
、
後
出
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
当

時
の
村
の
規
模
は
高
玉
で
二
千
石
を
超
え
、
次
に
黒
藤
、
鮎
貝
、
横
越
、
十
王
、
馬
場
、
山
口
の
順
で
千
石
以
上
で
あ
る
。
他
は
こ
れ
に
よ
り
小
規
模
村
で
あ

り
、
佐
野
原
の
八
五
石
余
は
山
中
に
存
在
し
た
栃
窪
よ
り
も
少
な
い
。
村
の
規
模
か
ら
言
え
ば
平
野
部
に
近
い
前
代
か
ら
の
郷
が
大
き
く
、
山
寄
り
の
村
は
新

し
く
誕
生
し
た
村
々
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
小
さ
い
。
こ
の
傾
向
は
当
地
方
だ
け
で
な
く
、
特
に
本
郡
の
小
国
地
方
、
中
津
川
地
方
に
も
い
ち
じ
る
し
い
傾
向
を

示
し
て
い
る
。 

検
地
と
共
に
戸
数
、
人
口
を
調
査
す
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
は
朝
鮮
進
攻
の
た
め
、
秀
吉 

近

世

村 

の

成

立 
農

民 

統

制 



政
権
は
人
口
の
調
査
を
全
国
に
指
令
し
て
い
る
。
蒲
生
氏
郷
は
、
九
州
名
護
屋
の
秀
吉
の
も
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
当
領
内
に
も
必
ら
ず 

調
査
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
、
そ
の
史
料
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
た
だ
後
年
の
成
立
と
い
わ
れ
る
上
杉
氏
の
「
邑
鑑
」
が
、
村
高
の

記
載
に
於
い
て
こ
と
ご
と
く
蒲
生
氏
領
高
目
録
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
戸
数
、
人
口
の
記
載
も
多
少
の
補
正
は
あ
っ
て
も
、
蒲
生
氏
時
代
の
調
査

を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
検
地
と
戸
数
調
査
の
完
了
に
よ
っ
て
税
制
と
家
臣
へ
の
知
行
割
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
税
制
で
は
、
検
地
に

よ
る
耕
地
の
品
等
を
「
石
高
」
に
よ
っ
て
評
価
し
、
税
率
（
免
）
は
各
村
毎
に
決
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
収
取
す
る
税
額
の
半
分
は
米
と
し
、
残
る
半
分
は

通
貨
を
以
っ
て
し
た
。
後
年
上
杉
氏
が
蒲
生
氏
の
税
制
を
踏
襲
し
た
と
い
わ
れ
る
「
半
石
半
永
」
は
、
こ
の
時
す
で
に
で
き
上
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
石

は
米
を
意
味
し
、
永
と
は
当
時
の
通
貨
で
あ
っ
た
永
楽
銭
の
こ
と
で
あ
る
。
生
産
物
で
あ
る
米
と
い
う
現
物
納
は
と
も
か
く
、
半
永
の
内
容
に
つ
い
て
は
伝
え

る
も
の
が
少
な
い
が
、
ま
ず
石
（
米
）
に
計
算
さ
れ
た
物
を
あ
る
基
準
に
従
っ
て
通
貨
に
換
え
る
方
法
で
、「
会
津
旧
事
雑
考
」
に
よ
る
と
七
斗
代
だ
っ
た
と

言
わ
れ
る
か
ら
、
上
杉
時
代
の
百
文
＝
六
斗
、
五
斗
よ
り
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
年
貢
を
実
際
に
納
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
力
や
商
品
価
値
の
あ
る
農
産

物
な
ど
に
も
か
え
た
と
思
わ
れ
る
が
伝
え
は
な
い
。 

「
半
石
半
永
」
と
い
う
税
制
は
珍
ら
し
く
、
蒲
生
氏
の
創
案
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
然
ら
ば
何
故
こ
の
よ
う
な
税
制
を
採
用
し
た
の
か
、
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、
推
測
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
全
額
を
米
で
収
取
し
た
場
合
、
当
時
の
大
消
費
地
の
大
阪
、
京
都
は
あ
ま
り
に
遠
く
、
そ
れ
に
海

路
を
利
用
す
る
こ
と
も
内
陸
部
の
た
め
に
甚
だ
不
便
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
斯
か
る
独
自
の
方
法
を
考
え
出
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。「
半
石
半
永
」
は
、

納
税
者
に
と
っ
て
も
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
。
半
永
分
を
得
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
通
貨
が
必
要
で
あ
っ
た
。
生
産
物
を
売
却
し
て
貨
幣
を
得
る
と
い
う
こ
と

は
、
現
在
の
通
念
と
は
違
い
殆
ど
の
人
が
、
自
給
自
足
的
な
経
済
生
活
を
営
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
荒
砥
や
鮎
貝
は
小
城
下
町
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
経
済

活
動
が
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
未
熟
な
内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

納
税
に
は
、
倉
入
り
と
給
人
入
り
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
倉
入
り
は
領
为
に
納
め
る
も
の
で
、
こ
れ
が
領
为
財
政
の
根
幹
を
成
し
た
。
一
方
の
給
人
入
り
は
、

蒲
生
氏
の
家
臣
へ
納
め
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
中
世
か
ら
の
も
の
で
（
領
为
が
全
量
収
取
し
、
そ
の
中
か
ら
扶
持
と
し
て
米
や
通
貨
を
家
臣
に
与
え
る

の
は
新
し
い
。
）
、
知
行
地
（
給
地
）
を
持
つ
家
臣
の
こ
と
を
給
人
と
呼
ん
だ
。
鮎
貝
地
区
で
は
、
箕
和
田
、
高
岡
、
黒
鴨
、
栃
窪
、
荒
砥
地
区
の
下
山
、
佐
野

原
、
大
瀬
、
そ
れ
に
鷹
山
地
区
滝
野
、
萩
野
、
中
山
、
こ
れ
が
倉
入
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
鮎
貝
、
深
山
と
黒
藤
が
藤
三
郎
秀
行
の
倉
入
地
で
あ
っ
た
こ
と
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
領
と
の
境
に
当
る
村
々
が
領
为
の
倉
入
り
地
で
あ
る
の
は
、
置
賜
地
方
の
各
地
に
見
ら
れ
る
。
倉
入
り
の
村
高
を
合

計
し
て
み
る
と
六
、
三
二
四
石
余
で
、
白
鷹
町
全
体
で
は
四
二
パ
ヷ
セ
ン
ト
ほ
ど
あ
り
、
残
り
は
給
人
の
知
行
地
で
あ
っ
た
。 

第
２
表
は
、
内
閣
文
庫
中
の
文
禄
三
年
蒲
生
氏
の
「
領
高
目
録
帳
」
か
ら
、
当
地
の
分
を
抜
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
１
表
と
重
複
も
す
る
が
、
各 



                       

上 上 上 上 上 上 下 下 中 中 中 下 下 上 中 中 上 中 下 中 中 
品
等 

朝

立 

黒

藤 

石

那

田 

馬

場 

十

王 

滝 

萩

野 

中

山 

大

瀬 

下

山 

生

歩 

高

岡 

栃

窪 

黒

鴨 

深

山 

箕

和

田 

鮎

貝 

山

口 

田

尻 
横

越 

高

玉 

村

名 

三
六
七
・
七
・
四 

一
、
七
三
一
・
四
・
三 

九
七
六
・
四
・
五 

一
、
〇
三
八
・
六
・
三 

一
、
一
一
八
・
五
・
六 

三
七
六
・
八
・
九 

三
〇
〇
・
二
・
五 

四
五
四
・
八
・
四 

一
三
〇
・
一
・
一 

二
一
七
・
七
・
六 

二
七
一
・
七
・
一 

四
三
五
・
六
・
八 

九
三
・
〇
・
七 

一
〇
六
・
七
・
〇 

三
一
一
・
八
・
二 

二
二
七
・
一
・
四 

一
、
五
八
三
・
二
・
六 

一
、
〇
二
八
・
九
・
七 

八
九
二
・
九
・
六 

一
、
一
四
九
・
一
・
六 

二
、
〇
三
〇
石
二
斗 

村

高 

蒲
生
四
郎
兵
衛 

御
倉
入 

水
野
三
左
衛
門 

水
野
三
左
衛
門 

五
三
〇
石
二
・
六 

 

蒲
生
千
世
寿 

五
五
五
・
三
・
〇 

 

村
松 

三
三
・
〇
・
〇 

 

池
田
兵
助 

御
倉
入 

御
倉
入 

御
倉
入 

河
井
小
無
理 

長
井
善
左
衛
門 

水
谷
浅
右
衛
門 

立
田
三
右
衛
門 

御
倉
入 

水
谷
浅
右
衛
門 

御
倉
入 

御
倉
入 

御
倉
入 

稲
生
五
左
衛
門 

鳥
居
四
郎
左
衛
門 

鳥
居
四
郎
左
衛
門 

御
倉
入 御

倉
入
・
給
人
入 

米
沢
城
为
三
八
、
〇
〇
〇
石 

 

荒
砥
城
为 

五
、
〇
〇
〇
石 

荒
砥
城
为 

五
、
〇
〇
〇
石 

不
明 

三
、
〇
〇
〇
石 

不
明 

馬
廻 

 
 

八
〇
〇
石 

   

馬
廻 

 
 

七
〇
〇
石 

馬
廻 

二
、
〇
〇
〇
石 

馬
廻 

 
 

五
〇
〇
石 

馬
廻 

 
 

三
〇
〇
石 

 

馬
廻 

 
 

五
〇
〇
石 

   

馬
廻 

三
、
〇
〇
〇
石 

鉄
砲
頭
六
、
〇
〇
〇
石 

鉄
砲
頭
六
、
〇
〇
〇
石 

 

知

行

高 
第２表 蒲生氏領高目録抜粋 



村
の
支
配
関
係
が
具
体
的
で
あ
る
。
各
村
に
知
行
を
持
つ
給
人
は
散
り
懸
り
の
形
で
、
例
え
ば
荒
砥
城
の
水
野
三
左
エ
門
は
勧
進
代
、
長
井
善
左
衛
門
が
歌

丸
、
蒲
生
千
世
寿
は
小
出
に
も
有
し
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
蒲
生
四
郎
兵
エ
は
米
沢
城
为
で
あ
る
か
ら
、
置
賜
全
域
に
亘
っ
て
お
り
、
当
地
区
で
の
倉
入
地
の

村
は
九
ヶ
村
も
あ
る
が
、
現
物
納
の
半
石
は
果
し
て
遠
方
迄
輸
送
し
た
も
の
か
貨
幣
化
し
た
も
の
が
、
不
明
で
あ
る
。 

次
に
、
村
の
内
部
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
頃
の
人
々
の
殆
ん
ど
は
、
農
業
に
携
っ
て
い
た
。
中
に
は
商
い
や
諸
職
に
従
事
す
る
も
の
は
あ
っ
て
も
、
ど
こ
迄

も
兼
業
で
あ
り
未
分
化
の
状
態
、
自
給
自
足
の
生
活
を
基
調
と
す
る
農
民
で
あ
っ
た
。
た
だ
農
民
と
言
っ
て
も
、
一
方
に
は
非
常
な
大
高
持
が
あ
り
、
他
に
は

自
作
農
の
平
百
姓
が
お
り
、
又
、
名
子
と
か
被
官
と
か
の
従
属
性
が
強
く
隷
農
为
の
も
と
で
屋
敷
と
少
し
ば
か
り
の
耕
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
者
も
、
少
な
く

な
い
姿
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
納
税
を
行
う
の
は
平
百
姓
以
上
で
あ
る
が
、
労
力
に
よ
る
夫
役
な
ど
は
、
零
細
農
民
が
果
し
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
村
の
さ

だ
め
、
村
の
掟
、
用
水
権
や
山
の
利
用
権
と
い
っ
た
も
の
は
、
大
経
営
を
伴
う
上
農
層
の
力
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
領
为
か
ら
は
村
役
と
し
て
の
権
利
と
厳

し
い
義
務
も
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
家
族
構
成
は
大
家
族
で
あ
り
、
親
―
当
为
夫
婦
―
子
供
の
外
に
傍
系
の
夫
婦
も
そ
の
子
供
も
抱
え
る
と
い
う
も
の

で
、
家
父
長
の
権
威
は
そ
の
ま
ま
村
の
自
治
に
も
及
ぼ
し
、
専
有
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
に
割
当
る
領
为
の
年
貢
は
、
収
奪
の
言
葉
に

ふ
さ
わ
し
く
、「
領
高
目
録
」
に
は
免
の
記
入
は
な
い
が
、「
高
物
成
帳
」
で
見
る
よ
う
に
「
邑
鑑
」
よ
り
は
幾
分
高
率
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
か
な
り
苛
酷
な

も
の
で
あ
っ
た
為
に
、
露
藤
村
の
検
地
帳
に
は
「
う
せ
人
」、「
と
う
さ
ん
」（
逃
散
）
の
よ
う
な
、
負
担
を
行
動
で
拒
否
し
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

衣
食
住
に
関
し
て
、
当
時
を
語
る
資
料
は
何
も
無
い
だ
ろ
う
。
衣
の
原
料
は
多
く
山
野
の
自
生
植
物
か
ら
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
青
苧
か
ら
得
る
も
の
は
高
級

に
属
し
て
お
り
、
養
蚕
は
ま
だ
一
般
的
と
は
言
え
ず
、
庶
民
と
は
初
め
か
ら
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
冬
の
保
温
の
た
め
に
は
蒲
の
穂
の
利
用
が
あ
り
、
青
苧

の
精
製
過
程
の
滓
を
用
い
た
こ
と
も
疑
い
な
い
。
食
に
つ
い
て
は
、
米
飯
は
一
日
に
一
回
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
多
く
は
雑
穀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
米
は
た
し
か

に
自
分
た
ち
が
生
産
し
て
も
、
大
部
分
は
年
貢
で
あ
り
、
残
余
も
非
自
給
部
門
の
購
入
の
た
め
、
貨
幣
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。
住
は
と
見
れ
ば
、
勿
論

掘
立
小
屋
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
日
用
の
調
度
品
な
ど
何
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
、
非
文
化
の
生
活
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
堪
え
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

蒲
生
領
に
な
っ
た
時
、
秀
吉
の
天
下
統
一
事
業
は
半
ば
達
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
戦
争
の
悲
惨
さ
か
ら
は
離
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
直

接
な
生
命
の
危
険
か
ら
少
し
遠
退
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
幾
分
の
喜
び
を
味
わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
秀
吉
は
、

さ
し
て
大
き
な
理
由
も
な
い
の
に
朝
鮮
国
を
攻
め
た
。
一
度
引
き
あ
げ
た
軍
も
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
は
再
び
進
攻
し
て
い
る
。
こ
の
軍
事
行
動
で
、

海
を
渡
っ
た
戦
闘
要
員
と
九
州
名
古
屋
に
集
め
ら
れ
た
動
員
数
は
、
厖
大
と
い
う
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
戦
争
は
い
つ
も
無
益
な
消
費
を
伴
な
い
、
甚
大
な
損

失
を
補
う
た
め
に
、
次
か
ら
次
へ
と
職
業
步
士
の
み
に
限
ら
ず
多
く
の
人
々
が
徴
募
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。「
奥
羽
永
慶
軍
記
」
（『
山
形
県
史
』
資
料
篇
３
）
に



よ
れ
ば
、「
西
国
十
万
石
六
千
人
、
南
海
同
五
千
人
、
五
幾
内
同
三
千
人
、
北
国
坂
東
ハ
五
ケ
一 

 

七
ケ
一 

奥
羽
八
十
ケ
一
」
と
し
て
お
り
又
、「
会
津
宰

相
百
万
石
三
千
人
、
正
宗
四
十
万
石
千
人
、
最
上
五
十
万
石
千
人
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
会
津
宰
相
は
蒲
生
氏
郷
、
正
宗
は
伊
達
政
宗
、
最
上
は
山
形

の
最
上
義
光
の
こ
と
で
あ
る
。
会
津
百
万
石
と
い
う
記
載
は
、
九
一
万
石
余
の
領
高
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
置
賜
地
方
は
一
八
万
石
余
の
石
高

で
あ
っ
た
か
ら
、
六
〇
〇
人
程
が
対
象
と
な
っ
た
割
合
と
な
る
。
ほ
か
に
「
会
津
小
将
二
千
人
」
と
の
記
載
は
步
士
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
米
沢
城
为
蒲

生
四
郎
兵
衛
は
会
津
に
留
守
を
仰
付
か
っ
て
い
る
か
ら
、
単
に
比
率
か
ら
だ
け
で
解
釈
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
言
え
長
期
に
わ
た

る
国
内
戦
に
、
ほ
と
ほ
と
疲
れ
切
っ
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
渡
海
は
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
厖
大
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
も
の

が
あ
る
。 

隣
国
の
越
後
上
杉
勢
は
、
海
を
渡
り
朝
鮮
国
で
戦
っ
て
い
る
。
後
年
上
杉
氏
が
こ
の
地
方
を
領
し
た
た
め
に
、
共
に
移
っ
て
き
た
家
臣
団
は
荒
砥
、
鮎
貝
、

山
口
新
地
お
よ
び
八
ケ
森
に
と
、
さ
ら
に
少
人
数
を
単
位
と
し
て
各
地
区
に
分
駐
し
、
そ
の
ま
ま
現
在
に
及
ん
で
い
る
の
が
多
く
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
祖
の
中

に
は
た
し
か
に
文
禄
・
慶
長
の
役
に
、
は
る
ば
る
海
を
渡
っ
て
従
事
し
た
人
た
ち
は
少
な
く
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
伝
え
る
も
の
が
な
い
の
は
、
長
い
歴

史
に
埋
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
鮎
貝
の
本
間
家
に
伝
わ
る
陶
製
の
器
物
は
（
第
１
図
）、
朝
鮮
役
当
時
本
庄
家
に
随
っ
て
出
陣
し
た
際
、

財
用
を
あ
ず
か
る
任
務
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
用
金
を
入
れ
て
馬
の
荷
と
し
て
運
ん
だ
も
の
と
い
う
。
当
時
の
通
貨
は
こ
と
ご
と
く
硬
貨
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
壺
形
の
も
の
に
入
れ
て
移
動
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
荒
砥
の
坂
家
に
は
朝
鮮
役
に
最
上
家
の
長
谷
堂
城
为
と
し
て
出
陣
、
陶
製
の
仏
像
を

将
来
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
も
同
家
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
尚
、
同
家
が
荒
砥
に
来
た
の
は
最
上
家
改
易
の
後
、
上
杉
家
で
は
定
勝
の
代
に

な
っ
て
か
ら
で
、
執
政
志
駄
修
理
の
執
り
成
し
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

      
 

第１図：金瓶（本間興一氏蔵） 
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文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
二
月
、
蒲
生
氏
郷
は
京
都
で
死
ん
で
い
る
。
秀
吉
に
よ
る
毒
殺
で
あ
る
と
い
う
風
説
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
の 

は
、
ま
だ
四
十
歳
と
い
う
壮
年
の
死
が
原
因
で
あ
り
、「
医
学
天
正
記
」（
慶
長
十
二
年
＝
一
六
〇
七
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、
下
血
症
で
あ 

っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
全
く
の
虚
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
藤
三
郎
秀
行
が
後
を
継
い
だ
が
十
三
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
為
に
、
保
護
を
諸
大
名

に
命
じ
て
い
る
。
特
に
隣
国
大
名
の
上
杉
、
伊
達
、
最
上
、
佐
竹
に
対
し
て
は
、
氏
郷
死
亡
翌
々
日
の
九
日
に
秀
吉
の
朱
印
状
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
内
上
杉

景
勝
宛
の
文
中
に
は
、「
彼
の
跡
職
息
鶴
千
代
幼
少
た
り
と
雖
、
氏
郷
に
別
し
て
御
目
を
懸
け
ら
れ
不
便
に
思
召
さ
れ
、
相
替
ら
ず
相
續
の
儀
仰
付
け
ら
れ
候
、

然
れ
ば
隣
国
衆
其
の
旨
入
魂
有
る
可
く
候
、
今
よ
り
以
後
公
事
懸
組
等
こ
れ
無
き
よ
う
に
、
前
廉
あ
い
嗜
む
可
く
候
」（
上
杉
家
文
書
『
米
澤
市
史
』）
と
あ
り
、

様
々
な
保
護
条
件
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
年
の
五
月
、
蒲
生
家
の
家
老
た
ち
は
知
行
目
録
を
秀
吉
政
権
に
提
出
し
た
が
、
内
容
に
不
正
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
氏
郷
が
会
津
に
移
さ
れ
た

時
の
知
行
高
七
三
万
四
千
二
七
〇
石
が
、
秀
吉
の
御
意
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
命
じ
ら
れ
た
検
地
の
結
果
の
増
加
分
は
、
一
八
万
五
千
五
〇
石
で
あ
っ

た
。
太
閤
検
地
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
先
進
地
方
な
ど
は
三
割
も
五
割
も
増
加
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
二
割
七
分
程
し
か
な
っ
て
い
な
い
、
文
禄
三

年
に
は
水
害
で
六
万
三
千
石
を
失
っ
た
と
あ
る
が
、
検
地
後
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
前
記
の
増
加
分
は
、
一
二
万
石
と
書
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
又
、
領
为
蔵

入
分
は
一
八
万
石
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
数
字
は
検
地
に
よ
る
増
加
分
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
検
地
前
は
蔵
入
り
は
一
粒
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
、
な
ど

が
指
摘
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
家
臣
の
中
に
争
い
が
続
き
、
遂
に
は
出
訴
す
る
迄
に
な
り
、
結
局
秀
行
は
弱
年
の
た
め
統
制
す
る
能
力
が
な
い
と
さ
れ
、

宇
都
宮
一
八
万
石
へ
減
封
さ
れ
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
。 

大
名
の
移
封
、
国
替
え
は
領
为
と
家
臣
団
の
移
動
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
家
族
は
勿
論
の
こ
と
所
有
す
る
諸
財
を
一
時
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
は
輸
送
機
関
が
未
発
達
で
、
陸
路
は
馬
以
上
の
も
の
は
な
く
、
自
然
人
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
住
民
の
上
に
負
担

が
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
直
江
山
城
守
兼
続
書
状
に
、 

急
度
申
越
候 

一
、
蒲
生
四
郎
兵
衛
家
来
荷
物
伝
馬
人
足
之
事 

簗
澤
村 

伝
馬
二
十
疋 

川
井
村 

伝
馬
八
疋
人
足
二
十
三
人 

桑
山
村 

人
足
二
十
人 

大

名

の 
移

封 



長
手
村 

人
足
十
人
（
『
米
澤
市
史
』） 

と
し
た
こ
の
伝
馬
、
人
足
は
、
「
那
須
之
内
芦
野
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
届
け
る
こ
と
、
又
人
足
や
伝
馬
を
何
か
と
理
由
を
つ
け
て
拒
ん
だ
り
、
途
中
か
ら

引
返
し
た
り
す
る
者
が
い
た
ら
、
「
後
日
相
改
め
き
っ
と
成
敗
を
加
え
る
可
き
事
」、
な
お
送
り
届
け
た
後
「
目
安
を
も
っ
て
申
上
る
可
し
」、
と
し
て
直
江
山

城
守
兼
続
、
石
田
治
部
少
輔
光
成
が
連
署
し
て
、
在
々
肝
煎
中
へ
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
大
名
の
移
封
は
、
隣
国
大
名
た
ち
の
監
視
の
下
に
行
わ

れ
、
こ
こ
で
は
秀
吉
政
権
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
石
田
光
成
も
関
係
し
て
い
る
。
移
封
に
際
し
て
農
民
た
ち
も
引
き
連
れ
て
行
く
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
生
産
人

工
の
減
少
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
足
、
伝
馬
の
割
合
、
実
態
を
表
に
し
て
み
る
と
第
３
表
の
よ
う
に
な
る
。
村
高
に
対
す
る
限
り
長
手

村
は
少
な
く
、
桑
山
村
は
逆
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
村
々
は
、
現
在
米
沢
市
に
な
っ
て
い
る
村
で
あ
る
。
割
当
の
数
字
が
村
の
大
小
と
一
致
し
な
い
の
は
、
労
働 

に
対
し
て
報
酬
を
支
払
っ
た
為
か
、
或
い
は
こ
の
文
書
以
外
に
も
人
足
が
あ
っ
た
の
か
、
原
因
は
不
明
と
い
え
る
。 

当
地
方
に
は
、
裏
付
け
と
な
り
史
料
も
伝 

え
も
全
く
な
い
。
荒
砥
や
鮎
貝
の
城
に
は
、
先
に
み
て
来
た
よ
う
に
、
多
く
の
家
臣
た
ち
が
配
備
さ
れ
て
い
て
、
移

封
に
会
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
時
期
は
六
月
四
日
と
あ
る
か
ら
、
現
在
の
七
月
で
あ
ろ
う
。
夏
の
季
節
、
重
い
荷
を
背

に
し
て
遠
く
栃
木
県
地
方
迄
運
搬
に
あ
た
っ
た
中
に
は
、
当
地
の
祖
先
た
ち
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
回
で
す
ま
な
い
時
は
、
何
度
で
も
家
財
道
具
な
ど
の
運
搬
に
使
役
し
て
も
差
支
え
な
い
と
い
う
。
上
杉
氏
の
移
封

に
於
け
る
秀
吉
政
権
の
命
令
を
お
も
う
時
、
更
に
胸
に
ひ
び
く
も
の
が
あ
る
。
蒲
生
氏
が
置
賜
地
方
の
統
治
に
当
っ

た
の
は
、
尤
も
家
臣
た
ち
の
移
動
が
全
部
終
了
す
る
の
は
、
前
記
の
史
料
が
示
す
よ
う
に
夏
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

短
い
期
間
の
中
で
、
施
政
の
大
き
な
効
果
は
期
待
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
然
し
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
度
期

と
い
う
種
々
複
雑
な
社
会
条
件
の
下
で
、
大
き
な
紛
擾
も
起
す
こ
と
な
く
経
過
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
出
身
地

が
先
進
地
で
あ
る
幾
内
の
近
江
で
あ
っ
た
為
に
、
す
で
に
近
世
を
指
向
す
る
感
覚
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
教
養
あ
る

步
将
の
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
移
封
後
は
上
杉
領
と
な
っ
て
、
明
治
に
至
る
。
蒲

生
氏
の
遺
し
た
い
く
つ
か
の
制
度
は
、
近
江
（
江
戸
時
代
）
と
い
う
長
い
期
間
中
、
当
地
の
祖
先
た
ち
を
様
々
に
規

制
し
た
。
そ
れ
は
特
に
土
地
制
度
と
税
制
で
あ
ろ
う
。
土
地
制
度
に
お
け
る
石
盛
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、 

米

沢

市 

村 名 領高目録村高 人足 馬 

簗 沢 村 866.5
石

9  20 疋 

川 井 村 2,313.38 23 人  8 

桑 山 村 543.19 20  

長 手 村 1,408.59 10  

第３表  移封人足 



税
制
の
半
石
半
永
制
も
変
る
こ
と
な
く
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
上
杉
氏
が
領
内
か
ら
収
取
し
た
雑
税
の
一
つ
に
、「
常
伏
子
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
極
め
て
軽

微
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
起
り
は
蒲
生
氏
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
戦
国
時
代
を
経
過
し
た
農
村
の
疲
弊
は
、
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
を
治
め
る

た
め
に
新
領
为
蒲
生
氏
は
、
復
興
の
資
と
し
て
若
干
の
通
貨
を
各
村
に
貸
与
し
た
が
、
数
年
な
ら
ず
し
て
又
も
や
移
封
の
命
を
受
け
、
こ
の
地
か
ら
引
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
時
、
各
村
々
は
当
然
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
な
お
復
興
途
上
に
苦
し
ん
で
い
る
村
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
新
し
い
統
治
者

に
な
っ
た
直
江
兼
続
は
こ
の
事
情
を
知
り
、
肩
替
り
と
な
っ
て
債
務
を
果
し
て
仕
舞
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
間
も
な
く
上
杉
景
勝
が
、
米
沢
に
移
っ
て
来

て
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
元
金
の
返
済
を
す
る
こ
と
な
く
、
毎
年
そ
の
利
子
だ
け
を
納
め
る
こ
と
に
決
め
た
も
の
と
い
う
こ
の
利
子
の
納
入
が
「
常
伏

子
」
で
あ
る
。
元
金
を
そ
の
ま
ま
伏
せ
て
置
く
こ
と
が
「
常
伏
」
で
あ
り
、「
子
」
は
利
子
を
意
味
し
、「
と
こ
ぶ
し
こ
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
子
」
す

な
わ
ち
利
子
は
月
三
パ
ヷ
セ
ン
ト
で
一
二
月
で
三
六
パ
ヷ
セ
ン
ト
、
閏
年
の
場
合
は
一
三
ヶ
月
分
三
九
パ
ヷ
セ
ン
ト
と
な
り
、
甚
だ
高
率
の
感
が
あ
る
け
れ
ど

も
当
時
と
し
て
普
通
の
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
税
目
と
額
は
当
地
に
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
か
、
資
料
の
散
逸
し
た
現
在
全
貌
を
知
る
こ
と
は
出
来

な
い
が
、
判
明
す
る
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、
第
４
表
の
通
り
で
あ
る
。
各
村
共
金
額
は
多
く
な
い
し
、
貸
付
の
基
準
が
村
の
大
小
規
模
に
も
関
係
す
る
と
も

思
え
な
い
。 

 

        

蒲
生
氏
の
移
封
は
九
〇
余
万
石
の
大
々
名
か
ら
、
宇
都
宮
一
八
万
石
の
中
大
名
へ
の
転
落
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
中
央
政
権
へ
の
軍
役
そ
の
他
の
負
担

減
少
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
家
臣
団
の
中
か
ら
大
量
の
解
雇
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
家
臣
自
ら
も
将
来
を
考
え
た
末
、
为
家
に
見
切

り
を
つ
け
て
そ
の
ま
ま
土
地
に
落
ち
着
い
て
帰
農
し
た
も
の
が
あ
り
、
当
地
に
も
蒲
生
氏
の
遺
臣
と
伝
え
る
家
が
、
い
く
つ
か
あ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。

十

王 

鮎

貝 

高

玉 

村

名 

参

百

文 

弐

貫

文 

参

貫

文 

元

銭 

百
〇
八
文 

七
百
弐
拾
文 

壱
貫
〇
八
拾
文 

常
伏
子
分 

元
銭
三
百
文
三
割
拾
二
ヵ
月
如
上
惣
高
ニ 

割
ル
壱
石
ニ
付
壱
分
四
厘
四
九
二
ニ
当
ル 

元
銭
弐
貫
文
此
度
御
改
本
高
ニ
割
ル 

壱
石
ニ
付
壱
文
壱
厘
六
毛
ニ
当
ル 

元
銭
三
貫
文
子
分
三
割
拾
二
ヶ
月
如
上 

但
高
壱
石
ニ
付
壱
文
弐
厘
五
毛
九
チ
ン
六
弗
ニ
当
ル 

附

記 

第
４
表 

各

村

常

伏 



こ
の
外
に
入
会
権
の
こ
と
が
あ
る
。
入
会
権
と
言
う
の
は
山
野
の
一
定
地
域
に
二
ヶ
村
以
上
の
村
民
た
ち
が
、
同
じ
利
用
権
を
も
つ
制
度
が
あ
る
が
、
明
治
の

初
年
十
王
地
区
で
は
三
地
区
（
当
時
は
村
）
と
、
入
会
権
に
つ
い
て
大
が
か
り
な
争
い
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
裁
判
で
の
陳
述
で
、
丹
生
か
い
権
の
起

り
は
、
蒲
生
飛
騨
守
時
代
で
あ
る
証
言
し
て
い
る
。
言
い
伝
え
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
近
世
村
の
成
立
を
蒲
生
時
代
で
あ
る
と
み
る
以
上
、
間
違
い

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
蒲
生
四
郎
兵
衛
は
移
封
に
際
し
て
、
高
玉
瑞
竜
院
の
有
名
な
朱
印
を
持
ち
去
っ
た
と
言
わ
れ
（
口
碑
、『
米

澤
市
史
』
）、
十
王
地
区
の
十
王
堂
の
什
物
が
同
様
の
災
難
に
か
か
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
（
十
王
村
文
書
）。
こ
の
事
は
立
証
す
る
資
料
も
無
く
、
或
い
は

後
年
の
創
作
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
若
し
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
面
だ
け
を
伝
え
る
も
の
で
、
近
視
的
立
場
に
あ
っ
て
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
し
か
も
上
杉
氏
の
統
治
下
に
あ
っ
て
前
領
为
を
追
慕
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
っ
た
訳
で
、
一
些
少
事
を
も
っ
て
全
面
を
否
定
す
る
危
険
性
は
こ
こ
に

あ
る
。
善
悪
は
表
裏
で
あ
る
か
ら
、
蒲
生
氏
の
施
政
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
の
良
い
面
を
見
、
少
し
は
弁
護
の
立
場
を
と
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

歴
史
の
転
変
は
奇
で
あ
る
。
宇
都
宮
に
移
っ
た
蒲
生
氏
は
、
二
年
後
の
関
ヶ
原
の
戦
に
於
い
て
、
夫
人
が
徳
川
家
の
出
の
た
め
に
東
軍
に
味
方
し
て
、
先
後

恩
賞
加
増
に
際
し
、
六
〇
万
石
と
な
っ
て
会
津
に
返
り
咲
い
た
の
で
あ
る
。
西
軍
に
味
方
し
て
お
な
じ
会
津
を
追
わ
れ
た
上
杉
氏
と
は
、
全
く
正
反
で
あ
る
こ

と
は
、
双
方
が
当
地
の
領
为
で
あ
っ
た
だ
け
に
興
味
を
そ
そ
る
。
蒲
生
家
は
こ
こ
で
当
为
の
不
幸
が
続
き
、
愛
媛
県
に
移
さ
れ
た
が
嫡
子
が
な
か
っ
た
た
め
、

つ
い
に
滅
ん
で
し
ま
う
。 

荒
砥
の
蒲
生
家
は
、
秀
行
の
子
孫
と
云
う
近
世
の
文
書
を
伝
え
て
い
る
。
庶
子
が
修
験
と
な
っ
て
東
置
賜
地
方
に
住
し
、
後
米
沢
の
在
住
が
久
し
か
っ
た
。

荒
砥
に
移
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 


