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藤

宏

文

は
じ
め
に

近
世
の
村
支
配
に
お
い
て
は
、
支
配
す
る
側
の
領
主
に
も
、
支
配
さ
れ
る
側
の
百
姓
に
も
属
さ
な
い
、
支
配
に
お
け
る
当
事
者
と
は

い
え
な
い
は
ず
の
都
市
町
人
が
領
主
支
配
の
実
務
を
請
け
負
い
、
支
配
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
本
稿
は
、
萩
藩
を
対
象
地
域
と
し
て
、

「
郡
問
屋
」
と
い
う
城
下
町
萩
の
町
人
で
あ
り
な
が
ら
藩
領
の
村
支
配
に
お
い
て
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
存
在
に
つ
い
て
、
村
支
配

に
お
け
る
機
能
と
役
割
を
藩
政
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

領
主
と
百
姓
の
閣
で
中
問
機
構
と
し
て
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
都
市
町
人
で
は
、
畿
内
近
国
の
地
域
支
配
に
お
い
て
国
役
を
請
け

(
1
)
 

負
っ
た
り
、
町
奉
行
所
に
よ
る
広
域
支
配
や
領
主
支
配
の
実
務
を
請
け
負
っ
た
り
し
た
大
坂
の
用
問
・
用
達
が
有
名
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
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畿
内
以
外
の
地
域
に
お
い
て
も
、
幕
領
の
代
官
所
・
陣
屋
元
居
住
の
郷
宿
が
村
支
配
に
お
け
る
実
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ



26 

(
2
)
 

て
い
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
畿
内
の
用
問
・
用
達
に
つ
い
て
の
成
果
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
筆
者
は
、
西
国
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
領
域
を
支
配
し
領
国
の
形
態
を
と
る
萩
藩
を
対
象
地
域
と
し
て
、
藩
領
村
支
配
に
お

い
て
藩
権
力
の
末
端
と
し
て
支
配
の
実
務
を
請
け
負
い
、
か
つ
支
配
に
応
じ
た
村
の
百
姓
の
負
担
・
責
務
を
請
け
負
う
城
下
町
町
人
「
郡

そ
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
、
す
で
に
畿
内
近
国
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
用
問
・
用
達
に
近
似
す
る
存

(
3
)
 

在
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
前
稿
は
、
村
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
町
人
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
が
少
な
い
な

問
屋
」
を
発
見
し
、

か
で
、
畿
内
以
外
の
し
か
も
藩
領
国
の
地
域
に
お
け
る
そ
れ
を
論
じ
た
と
い
う
意
義
は
あ
る
も
の
の
、
畿
内
と
萩
藩
領
と
で
の
対
比
に

お
い
て
明
確
に
意
識
す
べ
き
課
題
を
見
い
だ
せ
て
お
ら
ず
、
近
世
の
支
配
と
し
て
の
共
通
点
と
、

地
域
差
や
支
配
機
構
の
違
い
に
由
来

す
る
相
違
点
と
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
り
、
事
例
研
究
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
う
き
ら
い
が
あ
る
。

以
上
、
先
行
す
る
研
究
と
し
て
畿
内
近
国
支
配
に
お
け
る
大
坂
の
用
聞
・
用
達
を
中
心
と
す
る
研
究
と
、
萩
藩
領
支
配
に
お
け
る
「
郡

問
屋
」
を
対
象
と
し
た
筆
者
の
前
稿
と
を
振
り
返
っ
た
。
前
稿
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
。で
は
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う

都
市
町
人
の
実
態
解
明
と
い
う
目
的
か
ら
み
た
場
合
の
用
問
・
用
達
研
究
の
問
題
点
と
は
何
か
。
ま
ず
も
っ
て
先
行
研
究
の
特
徴
と
し

て
い
え
る
の
は
、
機
能
論
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
支
配
に
お
け
る
用
問
・
用
達
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
近
世

(
4
)
 

の
支
配
の
特
質
を
論
じ
る
と
い
う
の
が
先
行
研
究
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
用
問
・
用
達
の

都
市
に
お
け
る
存
在
形
態
が
十
分
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
点
が
あ
り
、
実
は
解
明
す
べ
き
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
は
先
行
研
究
に
お
い
て
立
論
す
る
に
あ
た
っ
て
依
拠
し
て
い
る
史
料
の
ほ
と
ん
ど
が
、
村
に
残
さ
れ
た
史
料
で
あ
る

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
依
拠
す
る
史
料
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
先
行
研
究
は
、
村
の
史
料
を
用
い
て
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
こ
と

を
用
問
・
用
達
と
い
っ
た
大
坂
の
町
人
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
大
坂
の
武
鑑
の
よ
う
な
、
諸
大
名
・
諸
役
人
に
つ
い
て



の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
役
用
便
覧
で
大
坂
市
中
に
そ
の
よ
う
な
町
人
が
広
く
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
村
の
史
料
か
ら
用
問
・
用
達
の
機
能
と
役
割
の
み
な
ら
ず
請
負
料
や
給
銀
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
り
、

そ
れ
ら
を
巡

る
矛
盾
が
存
在
し
た
と
い
う
、
用
問
・
用
達
と
村
・
百
姓
と
の
関
係
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
町
奉
行
所
や
領
主
と
用
問
・

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

用
達
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
機
能
の
検
討
か
ら
支
配
役
所
へ
用
問
・
用
達
が
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
は

わ
か
る
。
し
か
し
、
領
主
側
の
史
料
や
用
問
・
用
達
を
合
む
町
人
・
町
方
の
史
料
に
よ
る
位
置
づ
け
は
な
さ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
直
接
に

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
畿
内
近
国
地
域
に
お
い
て
は
町
奉
行
所
や
領
主
、

町
方

の
史
料
が
、
残
存
し
な
い
な
ど
の
理
由
で
か
な
ら
ず
し
も
利
用
可
能
と
は
限
ら
な
い
状
況
の
も
と
、
彼
ら
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
い
う
史
料
的
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
新
史
料
群
の
発
見
等
に
よ
る
飛
躍
的
な
状
況
の
改
善

か
方
法
の
開
発
が
無
い
限
り
、
用
問
・
用
達
の
実
態
解
明
の
進
展
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
筆
者
が
本
稿
で
前
稿
に
ひ
き
つ
づ
き
対
象
地
域
と
す
る
萩
藩
は
、
町
方
の
史
料
は
十
分
に
利
用
で
き
る
状
況
に
な
く
制

約
が
大
き
い
が
、
藩
政
史
料
が
山
口
県
に
引
き
継
が
れ
て
豊
富
に
残
り
現
在
容
易
に
利
用
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
萩
藩
の
「
郡
問
屋
」

を
、
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
都
市
町
人
と
し
て
分
析
対
象
に
す
る
な
ら
ば
、
藩
権
力
と
の
関
係
を
そ
の
史
料
的
メ
リ
ッ
ト
を
い
か
し

て
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
先
行
研
究
と
利
用
可
能
な
史
料
の
検
討
に
よ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
萩
藩
の
「
郡
問
屋
」
に
つ
い
て
、
萩
藩
務
政
史
料
を

主
に
用
い
て
、
領
内
村
支
配
諸
政
策
に
お
け
る
機
能
・
役
割
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
領
主
権
力
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
る
、

と
い
う
手
法
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
同
時
に
、
「
郡
問
屋
」
の
位
置
づ
け
と
い
う
視
角
に
限
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お

27 

い
て
不
十
分
で
あ
る
も
の
の
、
藩
政
史
の
展
開
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。



28 

な
お
、
こ
れ
ま
で
萩
落
の
研
究
に
お
い
て
筆
者
の
前
稿
以
外
に
「
郡
問
屋
」
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は
な
い
。
山
口
県
地
域

(5) 

の
歴
史
用
語
事
典
に
簡
単
な
記
載
が
あ
る
ほ
か
は
、
わ
ず
か
に
萩
藩
領
郡
村
費
(
宰
判
ご
と
の
入
用
と
村
入
用
に
相
当
)
の
研
究
の
な

(
6
)
 

か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
筆
者
の
前
稿
と
本
稿
と
で
取
り
上
げ
る
事
実
が
一
部
重
複
す
る
が
、
前
稿
と
本
稿
と
で

は
目
的
と
分
析
視
角
が
異
な
る
た
め
、
分
析
の
省
略
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
論
点
も
異
な
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
萩
藩
の
地
方
制
度
に
つ
い
て
、

そ
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
萩
藩
の
村
落
支
配
に
お
い
て
は
、

郡
奉
行
の

も
と
藩
領
は
、
十
八
の
宰
判
(
概
ね
一
郡
を
二
つ
の
宰
判
に
区
切
っ
て
支
配
の
枠
組
み
と
し
た
、
時
期
に
よ
っ
て
若
干
の
変
動
が
あ
る
)

そ
の
宰
判
ご
と
に
代
官
と
大
庄
屋
が
置
か
れ
て
各
宰
判
の
勘
場
で
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
宰
判
は
村
々
で
構

に
区
分
さ
れ
、

成
さ
れ
て
お
り
、
各
村
に
は
庄
屋
が
置
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
各
村
は
組
に
分
か
れ
て
組
ご
と
に
畔
頭
が
置
か
れ
て
い
た
。

「
郡
問
屋
」
は
、
萩
藩
天
明
民
政
改
革
(
後
述
)
期
を
除
い
て
、
宰
判
ご
と
に
1

人
置
か
れ
て
い
た

(7) 

庄
屋
レ
ベ
ル
の
も
の
が
主
と
思
わ
れ
る
が
、
村
・
庄
屋
レ
ベ
ル
で
の
関
係
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
)
。
萩
藩
領
内
の
村
支
配
に
お
い
て

(
地
方
と
の
関
係
は
宰
判
・
大

後
述
す
る
諸
機
能
の
ほ
か
、
藩
権
力
の
支
配
・
城
下
町
と
村
・
百
姓
と
を
つ
な
ぐ
様
々
な
役
割
を
担
当
宰
判
に
つ
い
て
一
子
に
引
き
受

け
て
い
た
。
村
方
か
ら
は
「
萩
問
屋
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
藩
側
の
史
料
で
は
担
当
宰
判
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
。

御
用
物
上
納
と
郡
問
屋
の
「
請
料
」

以
下
、
萩
藩
の
藩
政
史
料
を
用
い
て
、
萩
藩
の
村
方
支
配
の
諸
政
策
に
あ
ら
わ
れ
た
郡
問
屋
の
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、

そ
の
政
策
上
の
位
置
づ
け
か
ら
藩
権
力
と
郡
問
屋
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
こ
う
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、

郡
問
屋
の
「
請
料
」
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
請
料
と
は
、
「
諸
郡
よ
り
御
木
屋
方
・
濃
物
方
・
御
馬
屋
方



σ、

N 

長門
。

図 1 萩藩領の概観 凡例;ーーー国境一回支藩領との境

渡辺尚志編『幕末維新期萩藩村落社会の変動』岩田書院、 2002年 19頁より引用
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等
江
上
納
仕
候
日
間
々
、
現
物
遠
才
判
よ
り
差
出
候
時
は
足
役
芳
地
下
殊
之
外
迷
惑
仕
候
故
、
問
屋
江
買
立
-
一
被
仕
せ
上
納
相
成
趣
一
一
御
座

(
8
)
 

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宰
判
以
下
諸
村
か
ら
藩
庁
諸
役
所
へ
現
物
で
上
納
す
る
と
こ
ろ
の
物
品
を
、
遠
方
の
宰
判
な
ど
で
は
運
送
な
ど

郡
「
問
屋
」
に
現
物
を
買
い
付
け
さ
せ
上
納
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

で
不
都
合
が
あ
る
の
で
、

申
上
候
事

(
蕨
縄
、
勝
藁
、
蓮
、
藁
縄
、
茅
、
藁
、
豆
ノ
葉
と
い
っ
た
請
料
と
な
っ
て
い
る
物
品
の
書
き
上
げ
、
略
)

右
、
吉
田
御
才
判
前
書
の
物
数
、
例
年
萩
御
厩
方
井
三
田
尻
御
船
子
御
作
事
方
江
納
来
候
御
用
物
、
遠
郡
之
儀
一
一
付
現
物
持
運
ひ
仕

候
様
-
一
御
座
候
而
ハ
地
下
迷
惑
仕
儀
一
一
付
、
直
段
高
方
全
儀
之
上
、
前
々
大
豆
葉
之
儀
ハ
萩
問
屋
高
橋
孫
一
二
、
其
外
三
田
尻
納
物
之
儀

ハ
宮
市
問
屋
藤
田
四
郎
右
衛
門
と
申
者
江
相
頼
、
彼
之
者
共
受
料
ニ
納
未
申
候
、
然
車
-
二
月
又
料
一
二
川
ハ
地
下
不
勝
手
之
筋
も
可
有
之
-
一

付
、
此
度
相
改
入
札
仕
せ
、
少
し
ニ
て
も
直
段
下
直
之
方
江
請
相
候
様
ニ
と
被
仰
渡
奉
得
其
意
、
早
速
御
庄
屋
中
江
主
(
沙
汰
仕
讃
談

仕
見
申
候
処
ニ
、
入
札
一
一
被
仰
付
候
時
は
遠
方
ハ
入
札
も
不
仕
、
い
や
な
か
ら
三
田
尻
井
萩
近
謹
之
者
な
ら
て
ハ
入
札
も
仕
間
敷
、

然
時
は
直
段
も
余
り
下
直
一
一
も
御
座
有
間
敷
様
奉
存
候
ニ
付
、
只
今
迄
通
り
ニ
右
両
人
江
講
料
ニ
被
仰
付
可
然
奉
存
候
、
尤
直
段
之
儀

ハ
随
分
於
地
下
全
儀
仕
、
猶
又
隣
郡
を
も
乞
合
、
少
ニ
て
も
下
直
一
一
当
り
候
様
可
仕
段
、
御
庄
屋
中
申
出
候
問
、
只
今
迄
之
分
一
一
被

仰
付
被
遺
候
様
ニ
と
奉
存
候
、
然
上
ハ
直
段
之
詮
儀
仕
、
相
極
候
慮
追
而
可
申
上
候
問
、
此
辻
を
以
被
遊
御
沙
汰
可
被
遺
候
、
巳
上

元
文
四
年

大
庄
屋

未
十
一
月
三
日

西
国
新
左
衛
門

(
吉
田
下
代
)
都
野
正
兵
衛
殿

(
中
略
、
下
代
・
代
官
よ
り
郡
奉
行
宛
奥
書
)



右
前
書
の
趣
被
聞
召
届
候
条
、
可
有
其
御
沙
汰
候
、
己
主

未
十
二
月
八
日

(
郡
奉
行
)
長
沼
九
郎
右
衛
門

(9) 

(
吉
田
代
官
)
志
賀
平
馬
殿

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

こ
の
内
容
は
、
宰
判
か
ら
萩
・
三
田
尻
所
在
の
藩
役
所
へ
の
御
用
物
上
納
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
藩
諸
役
所
の
御
用

(
叩
)

物
の
吉
田
宰
判
よ
り
の
上
納
が
、
萩
に
つ
い
て
は
萩
問
屋
高
橋
孫
三
に
よ
る
「
請
料
」
、
一
二
田
尻
に
つ
い
て
は
宮
市
問
屋
藤
田
四
郎
右
衛

門
に
よ
る
「
請
料
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
吉
田
宰
判
よ
り
委
任
さ
れ
た
都
市
在
住
の
「
問
屋
」
(
す
な
わ
ち
郡
問
屋
)
に
よ
る
「
請
料
」

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
御
用
物
の
上
納
に
つ
い
て
藩
側
は
、
郡
問
屋
に
よ
る
「
請
料
」
と
い
う
あ
り
か
た
で
は
村
々

か
わ
り
に
「
入
札
」
を
行
な
わ
せ
、
少
し
で
も
安
価
で
上
納
を
執
り
行
う
と
い
う

の
側
に
不
都
合
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
そ
れ
を
止
め
、

者
に
請
け
負
わ
せ
よ
、
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
大
庄
屋
西
田
新
左
衛
門
が
、
入
札
で
は
遠
方
か
ら
の
入
札
の
実
行
は
な
く
、
三
田
尻
・

萩
近
辺
の
者
で
な
い
と
入
札
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
入
札
と
し
た
と
し
て
も
あ
ま
り
安
価
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
答
え
、

さ
ら
に
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
通
り
「
両
人
」
、
す
な
わ
ち
郡
「
問
屋
」
に
よ
る
「
請
料
」
を
望
む
、
も
っ
と
も
請
負
債
段
に
つ
い
て
は
「
隣

郡
を
も
乞
合
」
な
ど
し
て
可
能
な
限
り
安
価
に
す
る
、
と
回
答
し
た
。
こ
こ
で
は
つ
ま
り
、
藩
側
が
、
「
郡
問
屋
」
と
い
う
特
定
の
町
人

を
あ
ら
か
じ
め
御
用
物
上
納
の
請
負
業
者
と
L

て
設
定
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
「
入
札
」
を
経
た
上
で
そ
の
都
度
請
負
業
者
を
決
定
し

て
上
納
を
行
う
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
提
案
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
庄
屋
と
庄
屋
中
は
「
郡
問
屋
」
に
よ
る
「
講
料
」
を
否
定
す
る

こ
と
な
く
む
し
ろ
積
極
的
に
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
「
請
料
」
の
シ
ス
テ
ム
は
、
藩
政
期
を
通
じ
て
幕
末
ま
で
続
く
。
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こ
こ
で
ま
ず
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
藩
権
力
側
が
、
御
用
物
の
上
納
に
つ
い
て
宰
判
ご
と
の
問
屋
に
よ
る
「
請
料
」
と
い
う
あ
り
方

に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
藩
側
は
必
要
な
物
品
が
現
物
で
き
ち
ん
と
上
納
さ
れ
る
な
ら
ば
、
請
負
業
者
が
特
に
「
郡
問
屋
」
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で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
藩
権
力
は
、
あ
る
宰
判
に
つ
い
て
特
定
の
請
負
業
者
た
る
郡
問
屋
が
独
占
し
て
請
け

負
う
や
り
方
で
は
な
く
、
「
入
札
」
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
納
が
安
価
に
行
わ
れ
る
「
合
理
的
」
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ら
せ
よ

う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
講
料
」
費
用
の
出
所
が
百
姓
負
担
の
郡
村
費
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
郡
村
費
が
膨
張
し
て
百
姓
賞
担

が
増
、
ぇ
、
年
貢
上
納
へ
影
響
す
る
こ
と
を
危
倶
し
て
い
た
が
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
大
庄
屋
と
庄
屋
中
は
、

藩
か
ら
の
提
案
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
一
例
の
み
し
か
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
近
世
中
期
以
降
、
藩
権
力
は
郡
村
費
が
膨
張

す
る
こ
と
に
対
し
て
警
戒
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
後
に
検
討
す
る
「
郡
村
費
の
固
定
・
定
法
化
」へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

武
家
奉
公
人
確
保
策
の
実
現
と
郡
問
屋

次
に
、
萩
藩
の
村
方
支
配
の
諸
政
策
が
実
施
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

郡
問
屋
が
政
策
の
実
現
上
重
要
な
担
い
手
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
事
例
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
享
保
期
に
だ
さ
れ
た
武
家
奉
公
人
確
保
策
で
あ
る
。

萩
藩
で
享
保
期
以
降
制
度
化
し
た
も
の
に
、

郡
夫
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
武
家
奉
公
人
の
最
下
層
の
部
分
に
、
地
方
か
ら
差
し
出
さ
せ

た
労
働
力
を
あ
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
郡
夫
に
は
、
萩
城
で
の
雑
役
に
あ
た
る
御
城
郡
夫
と
、江
戸
・
国
元
で
役
職
に
つ
い
て
い

地
方
の
負
担
と
さ
れ
、
各
宰
判
へ
高
割
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、

(
日
)

萩
・
江
戸
郡
夫
が
確
保
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
郡
問
屋
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
史
料
を
み
よ
う
。

る
家
臣
に
武
家
奉
公
人
と
し
て
つ
け
ら
れ
る
萩
・
江
戸
郡
夫
と
が
あ
り
、

一
江
戸
御
参
勤
之
節
、
御
供
之
御
家
来
中
百
連
候
中
関
奉
公
人
井
御
留
守
番
手
之
諸
士
中
召
連
候
中
間
奉
公
人
共
ニ
、
近
年
不
如
意

一
一
相
成
、
諸
土
中
迷
惑
仕
、
第
一
御
供
一
途
之
難
御
間
相
、
只
今
之
通
一
一
而
は
不
相
済
儀
ニ
付
而
、
段
々
御
詮
儀
之
上
諸
郡
御
蔵

入
・
給
料
共
に
高
弐
千
石
一
一
付
壱
人
充
御
役
目
と
し
て
出
人
被
仰
付
候
条
、
於
諸
在
々
一
家
を
構
候
本
人
百
姓
を
除
、
二
男
・
三
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男
等
之
内
を
以
、
地
下
よ
り
差
出
可
申
候
事

(
四
か
条
略
、
出
入
の
人
柄
な
ど
に
つ
い
て
の
諸
規
定
)

一
右
之
出
入
は
郡
々
之
問
屋
江
先
一
通
り
正
月
中
罷
出
可
申
候
、
左
候
ハ
、
御
供
之
面
々
よ
り
問
屋
江
可
申
達
候
問
、
於
問
屋
奉
公

人
望
帳
を
捺
置
、
前
後
之
沙
汰
を
以
、
出
人
之
人
数
ニ
過
候
ハ
、
、
請
合
申
間
敷
候
、
左
候
而
右
之
出
入
主
人
何
某
江
奉
公
人
何

左
衛
門
を
か
た
め
候
通
、
問
屋
承
置
、
二
月
出
替
り
時
分
よ
り
奉
公
ニ
罷
出
可
申
候
事

付
り
、
請
状
等
仕
候
は
\
其
郡
々
之
問
屋
請
人
ニ
立
候
様
ニ
可
被
申
付
候
事

一
中
間
奉
公
人
不
如
意
ニ
付
、
右
之
通
被
仰
付
事
候
得
は
、
萩
ニ
而
雇
人
を
以
奉
公
馴
候
者
被
指
出
候
儀
一
切
停
止
ニ
被
仰
付
候
条
、

此
旨
堅
相
心
得
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
若
相
背
候
は
、
、
存
知
之
役
人
共
一
廉
可
被
仰
付
候
事

右
之
廉
々
を
以
、
出
入
之
沙
汰
念
を
入
可
被
申
付
、
己
上

戊
(
享
保
年
中
)

十
二
月

こ
の
史
料
は
、
江
戸
参
勤
に
供
立
て
す
る
家
来
の
中
間
奉
公
人
と
、
国
元
に
い
る
諸
士
の
中
間
奉
公
人
と
が
共
に
「
近
年
不
如
意
」
(
人

の
確
保
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
か
)
に
な
り
、
諸
士
中
が
迷
惑
し
て
い
る
の
で
、
諸
郡
の
蔵
入
地
・
給
領
と
も
に
高
二
千
石
あ
た
り
一

人
ず
つ
、
役
目
と
し
て
人
を
出
す
こ
と
を
仰
せ
付
け
る
の
で
「
本
人
百
姓
」
を
除
い
た
「
二
男
三
男
」
の
内
で
「
地
下
」
よ
り
差
出
し

な
さ
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
、

地
方
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
者
た
ち
は
「
郡
夫
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ
の
以
前

か
ら
、
萩
藩
で
は
武
家
一
奉
公
人
に
つ
い
て
「
渡
り
奉
公
人
」
や
奉
公
人
賃
銀
の
高
騰
が
問
題
化
し
て
お
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
地
方
よ

33 

り
の
出
人
を
武
家
奉
公
人
に
充
当
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
史
料
は
続
い
て
、
郡
夫
と
な
る
出
人
に
つ
い
て
の
諸
々
の
規
定
が
続
く
が
、
省
略
し
た
。
一
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
こ
の

政
策
に
お
け
る
郡
問
屋
の
機
能
と
役
割
が
わ
か
る
、
後
ろ
か
ら
二
条
目
で
あ
る
。

地
方
か
ら
の
出
入
は
「
郡
々
之
問
屋
」

へ
ま
ず
正
月
中
に
出
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
奉
公
人
の
主
人
た
る
「
御
供
の

面
々
」
よ
り
問
屋
へ
申
し
達
し
が
あ
る
の
で
、
問
屋
で
は
「
奉
公
人
望
帳
」
を
作
成
し
て
お
き
、
そ
し
て
主
人
何
某
へ
奉
公
人
何
左
衛

門
を
と
「
か
た
め
」
る

と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
郡
夫
と
し
て
各
宰
判
か
ら
実
際
に
人
を
さ
し
だ
す
際
に
、郡
問
屋
は
、
担
当
の

宰
判
内
か
ら
萩
へ
出
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
、

止
宿
さ
せ
、
帳
簿
に
記
録
す
る
な
ど
し
て
管
理
し
、
奉
公
先
の
手
配
を
行
う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
請
状
を
作
成
す
る
と
き
に
は
郡
問
屋
を
請
人
に
た
て
る
よ
う
に
、〉
」
ふ
の?h
v
。

こ
の
法
令
の
最
後
で
は
、
萩
に
お
い
て
人
を
一
雇
い
、
「
奉
公
馴
候
者
」
を
差
し
出
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
実
際
に

は
、
米
銀
を
遣
わ
し
て
郡
問
屋
に
萩
で
人
を
雇
わ
せ
、

そ
の
者
を
郡
夫
と
し
て
差
し
出
す
と
い
う
あ
り
方
が
増
え
て
主
流
と
な
っ
て
い

く
享
保
期
の
当
初
の
シ
ス
テ
ム
通
り
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
の
後
の
郡
問
屋
に
よ
る
雇
用
に
よ
る
あ
り
か
た
に
せ
よ
、
藩
の
武
家
奉
公
人

確
保
策
の
な
か
で
、
郡
夫
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
郡
問
屋
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
藩
政
期
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。
上

納
の
米
銀
や
物
口
聞
の
み
な
ら
ず
、現
人
負
担
に
お
い
て
も
、

百
姓
負
担
が
実
際
に
完
了
す
る
に
お
い
て
は
、
宰
判
ご
と
に
特
定
さ
れ
た

町
人
、
す
な
わ
ち
郡
問
屋
の
役
割
が
大
き
く
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

戸
籍
帳
仕
法
と
郡
問
屋

萩
藩
で
は
、
安
永
八

(
一
七
七
九
)
年
に
戸
籍
帳
仕
法
と
呼
ば
れ
る
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
文
政
九
(
一
八
二
六
)
年
に



あ
ら
た
め
て
「
戸
籍
帳
御
仕
法
改
」
と
し
て
、
同
様
の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
実
は
、
こ
の
戸
籍
帳
仕
法
と
い
う
政
策
の
遂
行
に
あ

た
っ
て
、
郡
問
屋
が
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
戸
籍
帳
仕
法
に
お
い
て
郡
問
屋
が
果
た
し
た
機
能
・
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そ
れ
を
ふ
ま
え
て
郡
問
屋
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

(
ロ
)

萩
藩
戸
籍
帳
仕
法
自
体
に
つ
い
て
は
、
既
に
研
究
が
あ
る
。
こ
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
、
戸
籍
帳
仕
法
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
次

役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、

の
よ
う
に
な
る
。
戸
籍
帳
仕
法
で
の
戸
籍
は
、
各
家
世
帯
の
家
族
構
成
や
飼
育
牛
馬
を
書
き
上
げ
た
も
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
出

生
・
死
亡
・
縁
組
・
出
奔
・
地
下
暇
に
よ
る
変
動
が
、
書
き
加
え
や
抹
消
と
い
う
か
た
ち
で
記
録
さ
れ
、
他
所
へ
の
奉
公
・
出
稼
ぎ
に

よ
る
臨
時
的
な
異
動
は
、
「
一
書
」
と
し
て
注
記
を
お
こ
な
う
と
い
う
か
た
ち
で
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
組
ご
と
の
整
理
、
各
村
浦
町

ご
と
の
集
計
が
行
わ
れ
、
代
官
所
へ
の
提
出
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
代
官
所
管
す
な
わ
ち
宰
判
内
の
集
計
が
な
さ
れ
、
郡
奉
行
所
へ
提

出
さ
れ
る
。
ま
た
、
戸
籍
帳
に
お
け
る
記
載
を
も
と
に
し
て
、
本
籍
を
離
れ
て
移
動
す
る
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
に
つ
い
て
、
「
送
り
状
」

に
よ
る
統
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
、
ヮ
で
あ
る
。
他
所
へ
奉
公
・
出
稼
ぎ
に
出
ょ
う
と
す
る
者

は
、
畔
頭
へ
届
け
、
庄
屋
か
ら
の
「
送
り
状
」
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
奉
公
先
に
着
き
次
第
、そ
こ
の
庄
屋
・
町
年
寄

に
「
送
り
状
」
を
提
出
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
庄
屋
?
町
年
寄
は
帳
簿
を
作
成
し
、
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
の
把
握
を
行
っ
た
。
戸
籍
帳

仕
法
は
、
戸
口
調
査
・
増
減
の
把
握
を
従
前
の
人
別
改
よ
り
も
精
轍
に
行
う
こ
と
と
、
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
な
ど
の
、
郷
里
を
離
れ
移

動
す
る
人
々
の
統
制
と
に
主
眼
が
あ
る
政
策
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
戸
籍
帳
仕
法
は
、
安
永
期
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
ち
、
文
政
期
に
再
度
あ
ら
た
め
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の

違
い
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
確
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
十
分
に
果
た
し
得
て
い
な
い
。
し
か
し
一
つ
確
実
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な
こ
と
と
し
て
、
安
永
の
仕
法
で
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
文
政
の
仕
法
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
文
政
の
戸
籍
帳
仕
法
に
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(
日
)

お
い
て
は
、
郡
問
屋
が
小
さ
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
次
の
史
料
を
み
よ
う
。

一
送
り
状
板
行
之
事

但
、
於
御
代
官
所
兼
而
数
枚
押
調
、
村
々
庄
屋
等
江
波
方
之
事

右
之
送
状
本
人
令
所
持
、
行
先
萩
-
二m
は
郡
問
屋
、
諸
郡
ニ
而
は
庄
屋
・
町
年
寄
元
江
付
属
可
申
候
、
右
役
座
・
問
屋
共
方
江
送
り
状

預
り
置
、
年
限
無
遺
失
其
者
を
古
郷
江
戻
し
候
様
可
遂
心
遣
候
、
送
り
状
は
其
節
取
帰
ら
せ
、
畔
頭
元
江
可
差
出
事

付
り
、
於
萩
諸
郡
之
問
屋
三
仰
は
諸
庄
屋
中
之
相
印
を
取
置
、
奉
公
人
帳
を
存
置
、
奉
公
先
井
年
限
を
記
置
、
年
限
満
し
候
ハ
、

無
緩
帰
郷
致
せ
、
御
代
官
所
可
相
届
事

付
り
、
於
諸
郡
も
右
林
同
様
年
限
満
し
帰
郷
致
さ
せ
候
ハ
、
在
所
之
役
人
江
可
令
通
達
事

一
諸
士
又
内
外
町
家
一
一
而
も
奉
公
人
召
抱
候
時
主
人
々
々
は
諸
郡
之
問
屋
々
々
間
合
、
無
相
違
-
一
お
ゐ
て
ハ
町
地
方
其
外
一
一
て
相
応
之

宿
請
を
取
せ
召
抱
候
様
被
仰
付
候
、
尤
召
抱
候
主
人
よ
り
開A口
之
勇
紙
、
板
行
を
以
問
屋
方
一
二
問
調
之
、
問
屋
名
前
を
書
入
置
、
庄

屋
送
り
状
引
替
ニ
し
て
奉
公
稼
之
も
の
江
渡
之
、
其
者
主
取
之
上
主
家
之
名
前
を
居
へ
来
候
ハ
、
問
屋
名
下
江
印
形
を
調
、
来
使
江

差
返
可
申
候
、
尤
主
人
取
替
候
時
は
先
主
構
ひ
有
毎
之
段
問
屋
ト
し
て
取
札
可
申
事

付
り
、
奉
公
人
主
取
之
上
差
人
口
等
有
之
、
名
を
替
候
共
其
主
家
の
ミ
の
事
三
間
送
り
状
之
名
を
改
申
間
敷
候
、
惣
而
暫
時
他
所

江
出
居
候
内
名
替
無
用
之
事

(
略
)子

十
一
月

こ
れ
は
、
文
政
戸
籍
帳
仕
法
の
一
件
記
録
か
ら
、
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
の
「
送
り
状
」
の
作
法
に
関
す
る
部
分
を
を
抜
き
出
し
た
も
の



で
あ
る
。
本
籍
を
離
れ
て
他
所
へ
奉
公
・
出
稼
ぎ
に
出
ょ
う
と
す
る
者
は
、
庄
屋
・
年
寄
に
よ
る
「
送
り
状
」
を
取
り
、
行
き
先
へ
持

参
し
、
届
け
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
行
先
萩
ニ
而
は
郡
問
屋
、
諸
郡
一
一
而
は
庄
屋
・

町
年
寄
元
江
付
届
可
申
」
、
す
な
わ
ち
行
き
先
が
萩
の
場
合
に
は
郡
問
屋
、以
外
の
諸
郡
の
場
合
に
は
庄
屋
・
町
年
寄
に
対
し
て
届
け
出

萩藩村方支配における政策の展開と城下町田T人の役割

を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
奉
公
人
の
「
送
り
状
」
に
つ
い
て
郡
問
屋
が
関
与
す
る
点
で
あ
る
。

「
送
り
状
」
の
作
法
に
つ
い
て
史
料
か
ら
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
本
籍
を
離
れ
、
他
所
へ
奉
公
・
出
稼
ぎ
に
出
ょ
う
と

す
る
者
は
畔
頭
を
通
し
て
庄
屋
よ
り
「
送
り
状
」
を
取
る
。
萩
に
出
た
奉
公
人
は
「
送
り
状
」
を
郡
問
屋
の
も
と
に
持
参
し
届
け
出
を

行
う
。
②
萩
に
お
い
て
郡
問
屋
は
、
「
諸
庄
屋
中
之
相
印
を
取
置
」
(
こ
れ
は
「
送
り
状
」
に
お
け
る
印
と
照
合
す
る
た
め
で
は
な
い
か
)
、

「
送
り
状
」
を
預
り
置
き
、
そ
れ
と
「
引
替
こ
「
欝
紙
」
(
別
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
そ
の
文
言
は
「
何
才
判
何
村
何
某
何
男
・
娘
名
前
当

何
年
可
召
抱
候
、
相
違
無
之
哉
之
事
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
問
屋
名
前
を
書
入
置
」
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
奉
公
先
主
人
か
ら

郡
問
屋
へ
の
問
い
合
わ
せ
状
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
)
を
「
奉
公
稼
之
も
の
江
渡
」
す
。
奉
公
人
は
、
奉
公
先
の
主
人
へ
そ

れ
を
提
出
す
る
。
③
一
方
、
奉
公
先
の
主
人
の
側
で
は
、
奉
公
人
を
召
し
抱
え
る
際
に
そ
の
身
元
に
つ
い
て
郡
問
屋
へ
「
間
合
之
努
紙
」

に
よ
っ
て
問
い
合
わ
せ
、
相
違
な
い
場
合
に
、
宿
・
請
人
を
取
ら
せ
て
召
し
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
主
人
は
「
間
合
之
勇
紙
」

を
郡
問
屋
の
も
と
に
送
り
、
郡
問
屋
は
「
問
屋
名
下
江
印
形
を
調
」
、
来
使
(
奉
公
先
の
主
人
よ
り
の
使
い
の
者
)
へ
返
す
。
④
こ
の
時

郡
問
屋
は
「
奉
公
人
帳
」
を
作
成
し
奉
公
先
と
期
限
を
記
録
し
て
お
く
。
そ
し
て
期
限
が
き
た
な
ら
ば
奉
公
・
出
稼
ぎ
人
を
そ
の
郷
里

へ
帰
し
、
代
官
所
に
届
け
出
を
行
う
。
そ
の
際
帰
郷
す
る
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
に
「
送
り
状
は
取
帰
ら
せ
」
、
「
畔
頭
元
江
」
「
差
出
」
さ

せ
る
。
ま
た
、
史
料
の
別
の
個
所
に
は
、
「
送
り
状
之
案
安
永
八
年
ニ
も
有
之
候
へ
共
、
認
方
・
猶
於
萩
郡
問
屋
間
合
・
切
紙
等
新
ニ
余
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儀
仕
候
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
送
り
状
」
自
体
は
安
永
の
仕
法
に
も
存
在
し
た
が
、
送
り
状
の
「
認
方
」
や
、
萩
に
お
い
て
は
郡
問
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屋
が
「
間
合
」
つ
ま
り
は
奉
公
・
出
稼
ぎ
人
の
身
元
照
会
に
関
与
す
る
こ
と
、そ
の
際
「
切
(
努
)
紙
」
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
は
新
た
に
(
文
政
戸
籍
帳
仕
法
の
際
に
)
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
)

ま
た
、
別
の
史
料
か
ら
「
諸
郡
之
問
屋
共
為
申
談
」
、
す
な
わ
ち
郡
問
屋
相
互
の
相
談
の
た
め
に
、郡
問
屋
の
内
、
岩
本
宇
兵
衛
・
町

田
金
蔵
・
中
嶋
久
左
衛
門
の
三
名
が
「
肝
煎
」
に
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
「
町
田
金
蔵
病
気
之
出
ニ
付
被
差
除
、
右
代
り
舟

木
問
屋
河
村
清
兵
衛
於
舟
木
御
代
官
所
ニ
御
申
付
」
と
別
の
個
所
に
あ
り
、
町
田
に
代
っ
て
河
村
清
兵
衛
が
「
肝
煎
」
と
し
て
活
動
し
て

い
る
。
「
肝
煎
」
た
る
岩
本
・
中
嶋
・
河
村
の
三
名
は
、
戸
籍
帳
仕
法
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
他
領
・
支
藩
領
・
給
領
の
百
姓
の
場
合
に

は
ど
う
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
伺
い
を
た
て
る
な
ど
し
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
在
方
か
ら
城
下
町
萩
へ
奉
公
・
出
稼
ぎ
に
出
て
く
る
者
に
つ
い
て
、郡
問
屋
が
身
元
照
会
・
帰
郷
の
管
理

と
い
っ
た
業
務
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
ぜ
奉
公
先
が
萩
で
あ
る
場
合
に
、
「
送
り
状
」
の
持
参
・
届
け
出
先

が
行
き
先
の
町
年
寄
な
ど
で
は
な
く
、
奉
公
・
出
稼
ぎ
人
の
出
所
と
関
わ
り
の
あ
る
郡
問
屋
で
あ
る
の
か
、

そ
の
理
由
を
記
し
て
い
る

個
所
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
宰
判
(
村
々
)
に
関
す
る
多
種
多
様
の
業
務
を
請
け
貰
い
、
な
に
か
と
宰
判
と
関
わ
り
の
深
い
郡

問
屋
と
い
う
存
在
が
あ
り
、
彼
ら
は
奉
公
人
・
出
稼
ぎ
人
の
身
元
照
会
・
帰
郷
の
管
理
を
執
り
行
わ
せ
る
に
誠
に
都
合
が
よ
い
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

地
方
か
ら
他
の
地
方
へ
の
奉
公
・
出
稼
ぎ
人
に
比
べ
て
、

城
下
町
へ
の
そ
れ
の
管
理
に
つ
い
て

は
詳
細
な
規
定
が
あ
り
、
加
え
て
郡
問
屋
と
い
っ
た
、
役
人
で
は
な
い
特
殊
な
存
在
の
活
用
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
城
下

町
萩
へ
流
入
す
る
者
の
管
理
・
統
制
が
藩
権
力
に
と
っ
て
か
な
り
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。



四

萩
藩
天
明
民
政
改
革
と
郡
問
屋

萩
藩
に
お
い
て
は
、
天
明
六
(
一
七
八
六
)
年
に
行
政
改
革
を
と
も
な
う
財
政
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
臨
時
法
を
含
む
も
の

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

の
、
地
方
支
配
に
つ
い
て
、
支
配
機
構
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
改
変
す
る
も
の
で
あ
り
、
郡
問
屋
に
対
し
て
も
多
大
な
影
響
を
及
ぽ
す

(
日
)

天
明
仕
法
替
や
郡
村
費
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
郡
問
屋
に
関
わ
る
史
料
を
検
討
し
、
郡

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

問
屋
と
そ
れ
ら
天
明
期
の
改
革
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。

「
天
明
仕
法
替
は
、
宝
暦
検
地
の
増
徴
・
郡
村
費
の
膨
張
が
、
百
姓
成
立
と
矛
盾
し
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
、
勘
場
体
制
の
改
変
、

と
郡
村
費
の
「
合
理
化
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
そ
し
て
、
勘
場
体
制
の
改
変
と
、
郡
村
費
の
「
合
理
化
」
と
は
、

し、

ず
れ
も
郡
問
屋
に
対
し
て
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
勘
場
(
代
官
所
)
体
制
の
改
変
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
「
「
寄
せ
宰
判
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
十
七
宰
判
(
代
官

各
一
)
を
二
l

三
宰
判
ず
つ
に
ま
と
め
、
代
官
を
七
名
に
削
減
す
る
こ
と
を
中
心
」
と
す
る
も
の
で
、
代
官
は
基
本
的
に
在
萩
と
さ
れ
、

さ
ら
に
代
官
の
下
役
人
や
、
大
庄
屋
以
下
の
勘
場
地
下
役
人
の
削
減
が
な
さ
れ
、
村
で
は
山
廻
り
の
廃
止
な
ど
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、

人
員
削
減
の
目
立
っ
て
み
ら
れ
る
行
政
改
革
で
あ
っ
た
。
「
諸
役
人
の
定
員
削
減
と
役
料
・
扶
持
の
歩
引
に
よ
っ
て
財
政
支
出
が
減
る
の

と
、
諸
役
人
の
在
出
に
よ
る
郡
村
費
が
減
少
す
る
の
と
の
両
方
が
狙
わ
れ
て
い
る
」
。
郡
問
屋
も
ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
代
官
に
よ
る
支
配

の
枠
組
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宰
判
ご
と
に
一
人
ず
つ
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
勘
場
体
制
の
改
変
に
と
も
な
っ
て
、

ーコ

ぎ
の
よ
う
に
あ
り
か
た
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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萩
御
用
達
問
屋
之
儀
、
御
代
官
一
支
配
切
ニ
し
て
七
人
ニ
相
定
、
思
米
是
迄
之
三
宰
判
分
ハ
拾
六
石
、
弐
才
判
分
ハ
拾
三
石
相
立
可
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被
申
、
左
候
時
ハ
地
下
江
之
飛
脚
等
を
も
催
相
-
一
一
陶
差
越
、
造
佐
入
劣
り
便
利
宜
有
之
候
条
、
有
懸
り
問
屋
壱
ヶ
年
切
輪
番
等
-
一
而
相

(M) 

勤
さ
セ
候
事

こ
の
文
意
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
萩
御
用
達
問
屋
」
(
郡
問
屋
)
は
、
「
代
官
一
支
配
」
ご
と
に
(
一
人
)
と
い
う
こ
と
に
し
て
七
人
と

し
、
郡
問
屋
に
支
給
さ
れ
る
恩
米
は
、
担
当
区
域
が
仕
法
替
以
前
の
三
宰
判
分
で
あ
る
場
合
は
二
ハ
石
、二
宰
判
分
で
あ
る
場
合
は
一

三
石
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
た
な
ら
ば
、
地
下
と
や
り
と
り
す
る
飛
脚
な
ど
に
つ
い
て
、
「
催
相
ニ
而
」
す
な
わ
ち
共
同
で
「
差
越
」

す
る
こ
と
に
な
り
、
費
用
が
減
少
し
良
い
で
あ
ろ
う
、
「
有
懸
り
」
す
な
わ
ち
従
来
か
ら
の
「
問
屋
」
を
一
年
ご
と
の
輪
番
な
ど
で
勤
め

さ
せ
る
。

こ
れ
は
、
宰
判
を
ま
と
め
て
郡
問
屋
の
数
を
削
減
し
、さ
ら
に
支
給
さ
れ
る
恩
米
を
総
額
で
は
お
そ
ら
く
削
減
す
る
と
い
っ
た
、

人

員
と
そ
れ
へ
の
支
給
の
カ
ッ
ト
を
行
い
、
な
お
か
っ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
飛
脚
の
差
し
越
し
な
ど
の
共
同
化
を
促
し
、
諸
費
用
を
減
少

と
し
て
お
り
、

さ
せ
よ
う
と
い
う
「
合
理
化
」
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
か
ら
の
郡
問
屋
を
一
年
ず
つ
の
回
り
持
ち
な
ど
で
勤
め
さ
せ
る
、

こ
れ
ま
で
は
宰
判
ご
と
に
特
定
の
問
屋
が
継
続
し
て
長
期
に
勤
め
る
と
い
う
あ
り
か
た
か
ら
変
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
支
配
地
域
た

る
宰
判
と
郡
問
屋
と
の
結
び
つ
き
を
弱
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

萩
藩
天
明
期
の
勘
場
体
制
の
改
変
、
「
寄
せ
宰
判
」
は
、
臨
時
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
期
限
の

寛
政

(
一
七
九
O
)
年
に
仕
法
替
以
前
の
通
り
に
戻
さ
れ
た
。
諸
役
人
の
削
減
は
、

(
げ
)

招
い
た
と
い
わ
れ
る
。
郡
問
屋
に
つ
い
て
、
史
料
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

収
納
さ
れ
る
年
貢
の
質
の
低
下
な
ど
の
事
態
を

本
書
付
り
書
共
申
出
之
通

一
諸
郡
問
屋
之
儀
、
是
迄
寄
才
判
ニ
し
て
年
番
ニ
被
仰
付
来
り
候
処
ニ
、
向
後
之
儀
才
判
別
問
屋
無
之
候
ハ
而
ハ
不
相
済
儀
ニ
付
、
思



米
巳
前
之
通
可
被
立
下
候
事

{
略
)(

寛
政
三
)
亥
正
月

御
代
宮
中

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

寛
政
三
(
一
七
九
二
年
正
月
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
代
官
中
の
上
申
書
よ
り
引
用
し
た
。
こ
の
史
料
で
は
肩
書
き
(
引
用
一
行
自
)

に
上
申
に
対
す
る
藩
か
ら
の
回
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
郡
問
屋
に
つ
い
て
、
以
前
の
通
り
に
戻
す
沙
汰
が
な
さ
れ
る
に

際
し
て
、
代
官
中
の
申
し
出
が
あ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
代
官
の
数
と
そ
の
支
配
の
枠
組
た
る
宰
判
の
数
と
が
、
元
の
十
七
に

戻
る
に
際
し
て
「
向
後
之
儀
才
判
別
問
屋
無
之
候
ハ
而
ハ
不
相
済
儀
ニ
付
」
と
、
郡
問
屋
が
、
宰
判
ご
と
に
存
在
し
な
け
れ
ば
支
配
は

成
り
立
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
恩
米
に
つ
い
て
も
仕
法
替
以
前
の
通
り
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
地
下
江
之
飛
脚
等
.
を
も
催
相
ニ
而
差
越
」
と
い
う
よ
う
な
「
合
理
化
」
の
期
待
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
支
配
に

お
け
る
郡
問
屋
の
役
割
が
、
容
易
に
「
合
理
化
」
し
得
な
い
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

も
う
一
方
の
郡
村
費
の
「
合
理
化
」
と
郡
問
屋
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
郡
村
費
に
つ
い
て
先
行
の
研
究
以
上
の
独
自
の
分
析
を
行
つ

て
い
な
い
た
め
に
、
軽
く
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。
天
明
の
仕
法
替
で
は
、
百
姓
が
、
宰
判
レ
ベ
ル
(
郡
費
、
「
郡
配
当
」
)
と
村
レ
ベ
ル

(
村
費
、
「
弥
延
米
」
)
と
で
そ
れ
ぞ
れ
負
担
し
て
い
た
郡
村
費
に
つ
い
て
、
大
き
な
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
郡
村
費
は
、

そ
の
費
目
と
額
の
削
減
と
固
定
が
な
さ
れ
て
「
定
法
化
」
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
予
算
化
と
膨
張
の
胆
止
と
が
図
ら
れ
た
。
郡
村

費
の
低
減
は
以
前
か
ら
の
政
策
的
課
題
で
、
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
は
、
各
種
法
令
に
散
見
さ
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
が
、よ
う
や
く
こ
の

と
き
一
定
の
成
果
を
上
げ
得
た
よ
う
で
あ
る
。
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郡
村
費
が
固
定
・
定
法
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
郡
村
費
か
ら
百
姓
負
担
で
郡
問
屋
に
支
払
わ
れ
る
米
銀
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
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は
回
定
・
定
額
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。つ
ま
り
、
郡
問
屋
が
宰
判
以
下
諸
村
か
ら
恩
米
・
給
銀
、
も
し
く
は
必
要
経
費
と
し
て

受
け
取
る

(
引
き
出
す
)
米
銀
が
膨
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
郡
問
屋
に
支
払
わ
れ
る
思
米
に

つ
い
て
、
宝
暦
期
以
降
の
法
令
に
多
く
見
ら
れ
、
定
額
化
の
試
み
が
従
来
か
ら
存
在
し
た
が
、
こ
の
と
き
あ
る
程
度
の
成
果
を
み
た
と

ぃ
、
ぇ
ト
止
で
つ
。

五

留
置
所
設
置
政
策
と
郡
問
屋

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
郡
問
屋
が
村
方
の
郡
村
費
か
ら
米
銀
を
受
け
取
る
に
つ
い
て
、
恩
米
ほ
か
の
平
時
、
定
期
的
な
も
の

は
、
郡
村
費
の
「
定
法
化
」
に
よ
り
規
制
を
、
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
郡
問
屋
が
村
方
か
ら
米
銀
を
受
け
取
る
機
会
は
、
平

時
、
定
期
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

非
常
時
・
臨
時
的
な
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
城
下
に
お
け
る
村
人
の
吟
味
・
取
り
調
べ

に
関
す
る
仕
事
で
あ
る
。

(
問
)

天
保
十
(
一
八
四
O
)
年
に
萩
藩
は
評
定
所
を
常
設
と
し
、
裁
判
の
機
能
を
充
実
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
い
、
天
保
十
三

(
一
八
四
二
)
年
、
常
設
の
留
置
所
で
あ
る
「
溜
」
舎
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
。

御
窮
・
掛
り
相
等
ニ
付
諸
郡
よ
り
萩
連
出
シ
被
仰
付
も
の
共
、又
ハ
奉
公
稼
其
外
一
一
て
愛
元
罷
出
居
候
者
共
之
中
、
盗
街
其
外
悪
事

セ
し
め
候
者
相
捕
次
第
問
屋
へ
預
ケ
親
類
組
合
番
等
被
仰
付
来
候
処
、
諸
雑
費
不
容
易
、
其
も
の
壱
人
之
罪
を
以
多
人
数
及
迷
惑
、

数
日
農
業
二
忘
り
、
終
ニ
ハ
年
貢
未
進
一
一
も
立
至
り
、
長
引
候
内
ニ
ハ
間
々
取
逃
し
御
径
を
蒙
り
候
様
一
一
も
相
成
、
従
来
地
・
町
之
者

共
不
尋
常
令
難
渋
候
趣
連
々
相
問
、
且
又
御
余
儀
中
之
諸
雑
費
一
一
恐
、
親
子
兄
弟
殺
害
ニ
逢
ひ
候
而
も
隠
し
、
内
済
セ
し
め
候
も
の

共
も
間
々
有
之
、
第
一
御
政
道
不
相
立
難
被
捨
置
儀
ニ
付
、
此
度
厚
キ
御
詮
儀
之
趣
有
之
、
御
客
屋
会
処
脇
町
貸
家
御
買
上
ケ
、
溜



仕
調
被
仰
付
、
前
断
御
余
儀
半
途
之
者
と
も
向
後
之
儀
ハ
不
残
右
溜
江
受
置
、
為
番
人
目
明
井
手
先
林
之
者
被
付
置
べ
御
国
中
江
懸

ケ
候
而
ハ
漸
々
多
入
数
一
一
も
相
成
候
事
一
一
付
、
扶
持
方
其
外
諸
雑
費
之
儀
は
年
々
町
方
・
諸
郡
割
符
被
仰
付
候
、
尚
又
土
地
御
買
上

ケ
溜
仕
調
一
件
入
目
之
儀
も
町
方
・
諸
郡
割
符
ニ
而
差
出
候
様
被
仰
付
候
事
、
右
之
通
御
沙
汰
相
成
候
上
、
可
有
其
御
沙
汰
候
、
巳

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割i

上
(
天
保
十
三
)
寅
十
二
月
八
日

(
郡
奉
行
)
香
川
作
兵
衛

御
代
官
中
様(

四
)

(
宛
、
下
略
)

こ
の
内
容
は
、

取
り
調
べ
や
係
争
中
な
ど
で
城
下
萩
へ
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
者
、
ま
た
は
奉
公
稼
ぎ
そ
の
他
の
た
め
に
萩
へ
出
て
き

て
い
る
者
で
盗
み
そ
の
他
の
悪
事
を
働
い
た
者
で
、
番
人
を
つ
け
て
監
視
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
者
に
つ
い
て
(
こ
の
史
料

の
後
部
で
は
「
御
余
儀
半
途
の
者
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
容
疑
者
や
未
決
人
に
つ
い
て
)
は
、
今
後
は
取
り
調
べ
が
終
了

し
沙
汰
が
あ
る
ま
で
、
残
ら
ず
こ
の
度
設
置
す
る
「
溜
」
へ
引
き
受
け
入
れ
て
お
く
こ
と
に
し
、
番
人
と
し
て
目
明
か
し
と
そ
の
手
先

を
付
け
て
お
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
前
は
郡
問
屋
へ
預
け
、

そ
こ
で
親
類
組
合
か
ら
番
人
を
つ
け
て
お
く
と
い
う
あ
り
方
で
あ

っ
た
も
の
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
従
来
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
費
用
(
問
屋
に
は
滞
在

中
の
賄
代
そ
の
他
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
)
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
番
人
(
「
親
類
組
合
番
」
)
と

な
る
者
に
迷
惑
が
か
か
る
(
農
業
と
年
貢
納
入
へ
の
支
障
、
取
り
逃
が
し
た
時
に
径
を
受
け
る
}
と
い
う
問
題
と
、
殺
人
さ
え
も
「
内
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済
」
に
さ
せ
る
こ
と
が
横
行
し
「
御
政
道
不
相
立
」
事
態
と
み
え
る
、
と
い
う
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
「
親
類
組
合
番
」
と
は
い
え
、
実
際
に
は
地
方
の
負
担
で
番
人
を
一
雇
用
し
て
い
た
事
例
が
多
い
と
み
え
る
こ
と
や
、
盗
み
等
は
と
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も
か
く
殺
人
に
つ
い
て
の
「
内
済
」
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、と
い
っ
た
疑
問
や
検
討
す
べ
き
課
題
は
残
る
。
し
か

し
少
な
く
と
も
「
問
屋
預
」
の
よ
う
な
民
間
に
任
せ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
が
、
藩
権
力
に
と
っ
て
、
費
用
コ
ス
ト
の
面
だ
け
で
は
な
い
不

都
合
き
わ
ま
り
な
い
問
題
を
生
じ
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

以
前
か
ら
の
問
屋
預
か
り
の
シ
ス
テ
ム
は
、

城
下
町
に
お
い
て
「
村
預
か
り
」
を
、
城
下
町
町
人
郡
問
屋
へ
の
依
存
に
よ
っ
て
、全

く
そ
の
ま
ま
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
実
現
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
宰
判

l

村
と
い
う
支
配
の
枠
組
み
と

村
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
村
の
支
配
の
あ
り
方
を
村
を
離
れ
た
城
下
町
に
ま
で
敷
桁
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
村
支
配
の

問
題
と
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
番
人
の
基
本
の
形
を
、
実
態
は
如
何
に
せ
よ
、
親
類
組
合
番
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
v

っ
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
、
天
保
「
溜
」
設
置
政
策
に
お
い
て
は
、
番
人
の
目
明
か
し
・
手
先
の
扶
持
方
米
と
諸
経
費
、そ
し
て
「
溜
」
の
土
地

の
買
い
上
げ
と
設
置
資
金
を
、
「
町
方
・
諸
都
割
符
」
、
す
な
わ
ち
城
下
町
と
地
方
の
村
々
、つま
り
は
藩
領
国
全
体
に
割
り
か
け
て
差

し
出
し
を
仰
せ
つ
け
る
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
城
下
町
に
お
い
て
監
視
の
下
で
留
め
置
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
者
の
問
題
を
、
村
支
配
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
城
下
町
都
市
の
問
題
・
藩
領
国
全
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
問
屋
預
か
り
を
や
め
て
「
溜
」
と
目
明
か
し
・
手
先
の
番
人
と
す
る
際
に
宰
判
ご
と
に
目
明
か
し
・
手
先

の
番
人
を
何
人
か
立
て
て
出
す
と
い
う
人
数
の
か
た
ち
で
は
な
く
、
扶
持
方
と
諸
雑
費
と
い
う
費
用
の
問
題
と
し
た
こ
と
は
、
「
多
人
数
」

に
し
な
い
と
い
う
「
合
理
化
」
と
と
も
に
、
宰
判
以
下
地
域
と
の
結
び
つ
き
の
強
い
あ
り
方
に
お
い
て
、

郡
問
屋
に
と
っ
て
か
わ
り
、

今
度
は
目
明
か
し
・
手
先
が
結
び
つ
き
を
持
つ
と
い
う
あ
り
方
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
と
は
い
、
え
な
い
か
。

実
は
、
萩
藩
で
は
延
享
四
(
一
七
四
七
)
年
に
「
御
究
懸
之
者
居
所
」
と
し
て
「
会
所
新
長
屋
」
と
い
う
留
置
所
を
設
置
す
る
と
い



(
初
)

う
政
策
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
会
所
新
長
屋
」
設
置
の
主
な
理
由
は
、
番
人
を
減
少
さ
せ
る
た
め
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ

し

こ
ち
ら
で
は
収
容
者
の
世
話
な
ど
は
郡
問
屋
を
通
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

郡
問
屋
の
関
与
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。

しミ

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

う
な
れ
ば
、
こ
の
延
享
期
の
政
策
の
段
階
で
は
、
城
下
町
に
お
け
る
地
方
問
題
の
専
門
業
者
た
る
郡
問
屋
へ
の
依
存
と
い
う
問
題
自
体

に
は
踏
み
込
め
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
管
見
の
限
り
前
掲
の
史
料
を
含
め
て
他
の
天
保
期
ま
で
の
史
料
に
「
会
所
新
長
屋
」
は
み
う

け
ら
れ
な
い
。

ゆ
え
に
「
会
所
新
長
屋
」
仕
法
は
実
効
性
を
も
た
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
早
々
に
潰
え
去
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
に
比
べ
、
天
保
期
の
「
溜
」
設
置
政
策
は
、
郡
問
屋
へ
依
存
し
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
脱
却
を
は
か
る
も
の
で
、そ
の
徹
底
性
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
萩
藩
領
の
村
方
支
配
に
お
い
て
、
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
城
下
町
町
人
「
郡
問
屋
」
は
、
様
々
な
機
能

と
役
割
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
論
に
譲
り
こ
こ
で
は
ま
と
め
な
い
が
、
領
主
権
力
と
村
々
と
の
間
に
あ
り
、

城
下
町
に
拠
点
を
置
い
て
村
支
配
の
仕
事
を
す
る
、
彼
ら
な
く
し
て
萩
務
の
村
方
支
配
は
成
り
立
た
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
享
保
以

降
の
武
家
奉
公
人
確
保
策
や
文
政
戸
籍
帳
仕
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
藩
権
力
の
側
か
ら
政
策
の
実
現
の
た
め
に
明
確
な
位
置
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
類
例
が
な
く
、
地
域
差
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
領
主
で
も
百
姓
で
も
な
い
と
い

う
位
置
付
け
の
あ
い
ま
い
さ
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
重
要
性
と
多
機
能
ぷ
り
か
ら
支
配
機
関
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
も
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

45 

本
稿
は
、
支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
都
市
町
人
に
関
す
る
先
行
研
究
の
弱
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
領
主
権
力
と
の
関
係
と
い
う
点
に
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焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、

以
下
の
よ
う
な
像
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
萩
藩
に
お
い
て
は
、

お
そ
ら
く
年
貢
収
取
と
拾
抗

す
る
と
の
理
由
で
藩
権
力
が
郡
村
費
の
低
減
を
企
図
し
、
ゆ
え
に
宰
判
・
村
方
か
ら
郡
問
屋
に
支
払
わ
れ
る
米
銀
の
低
減
を
目
論
む
が
、

領
主
側
で
も
百
姓
側
で
も
な
い
町
人
郡
問
屋
の
「
請
負
」
に
よ
る
活
動
を
適
切
に
評
価
で
き
て
い
な
い
た
め
か
実
効
の
あ
る
規
制
を
か

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
郡
問
屋
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
、

と
き
に
排
除
さ
え
可
能
に
な
っ
た
の
は
、

天
保
期
の
溜
合
設
置
政

策
に
特
に
顕
著
な
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
つ
く
り
あ
げ
た
支
配
の
シ
ス
テ
ム
自
体
を
部
分
的
に
あ
き
ら
め
て
変
更
し
た
と
き
で
あ
っ

た
。本

稿
は
郡
問
屋
に
力
点
を
置
い
た
た
め
、
政
策
や
改
革
自
体
の
検
討
に
不
十
分
な
点
が
あ
り
、
藩
政
策
史
と
し
て
は
点
と
線
の
よ
う

な
も
の
で
物
足
り
な
き
が
あ
る
が
、
郡
問
屋
の
よ
う
な
政
策
の
実
現
・
実
務
の
担
い
手
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
る
藩
政
策
史
の
可
能
性

は
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

支
配
の
実
務
を
請
け
負
う
都
市
町
人
の
研
究
と
し
て
今
後
課
題
と
す
べ
き
こ
と
は
多
い
。
以
下
に
三
点
の
み
に
絞
っ
て
述
べ
る
。
第

一
に
、
本
稿
は
藩
権
力
と
の
関
係
に
視
角
を
限
定
し
て
論
じ
た
た
め
、
村
方
支
配
に
お
け
る
郡
問
屋
の
諸
機
能
の
一
部
し
か
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
類
似
す
る
も
の
を
含
め
て
郡
問
屋
の
機
能
の
全
体
像
を
描
き

出
す
機
会
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
郡
問
屋
を
含
め
た
諸
存
在
聞
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

郡
問
屋
と

宰
判
・
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
支
配
の
諸
機
能
と
米
銀
の
流
れ
と
の
関
係
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
宰
判
ご
と
に
一

人
の
郡
問
屋
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
郡
問
屋
ど
う
し
の
関
係
に
お
い
て
競
合
や
協
同
は
見
い
だ
せ
る
の
か
否
か
。
領
主
権
力
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
宰
判
と
い
う
地
域
を
担
当
す
る
代
官
と
郡
奉
行
所
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第

三
に
、
郡
問
屋
に
つ
い
て
時
期
を
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
管
見
の
限
り
、
郡
問
屋
に
関
す
る
史
料
で
最
古
の
も
の
は



元
禄
年
間
の
も
の
で
あ
る
。
史
料
的
な
制
約
が
大
き
い
が
村
支
配
の
実
務
を
特
定
の
町
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
い
う
体
制
の
成
立
に
つ

い
て
、
ぜ
ひ
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
で
述
べ
な
か
っ
た
も
の
も
含
め
て
課
題
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
克
服
し
て
い
く
こ

と
が
近
世
の
支
配
構
造
の
解
明
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
今
後
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

萩藩村方支配における政策の展開と城下町町人の役割

註
(
1
)
村
田
路
人
「
用
問
の
諸
機
能
と
近
世
的
支
配
の
特
質
」
(
「
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
七
、
一
九
九O
年
)
、
同
「
役
の
実
現
機

構
と
夫
頭
・
用
聞
の
役
割
」
(
『
日
本
史
研
究
』
三
四
九
、
一
九
九
一
年
九
月
)
(
以
上
は
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大

学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
所
収
)
岩
城
卓
二
「
大
坂
町
奉
行
所
と
用
達
」
『
日
本
史
研
究
』
(
一
二
四
九
、
一
九
九
一
年
九
月
)
、
同
「
近
世

村
落
の
展
開
と
支
配
構
造
」
(
『
日
本
史
研
究
』
コ
一
五
五
、
一
九
九
二

F

年
三
月
)
な
ど
。

(
2
)
岩
城
卓
二
「
御
用
」
請
負
人
と
近
世
社
会
」
(
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
七
集
、
一
九
九
三
年
)
、
同
「
近
世
領
主
支

配
と
村
役
人
・
郷
宿
・
下
級
役
人
」
A久
留
島
治
・
吉
閏
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
的
権
力
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)

(
3
)
拙
稿
「
萩
藩
の
「
郡
問
屋
」
に
つ
い
て
!
村
落
支
配
に
お
け
る
都
市
問
屋
の
役
割
・
存
在
形
態
|
」
(
『
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
』
第

七
輯
、
文
献
出
版
、
一
九
九
九
年
七
月
)

(
4
)
岩
城
卓
二
「
畿
内
・
近
国
支
配
構
造
研
究
の
課
題
!
非
領
国
論
・
幕
府
領
国
論
・
支
配
国
論
が
提
起
し
た
も
の
|
」
(
『
歴
史
科
学
』

一
七
三
、
二
O
O
三
年
六
月
)

(
5
)
石
川
卓
美
『
防
長
歴
史
用
語
辞
典
』
(
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
六
年
)
、
山
口
県
文
書
館
編
「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
』
(
マ
ツ
ノ
書

店
、
一
九
七
六
年
)

(
6
)
問
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』
(
塙
書
一
一
房
、
一
九
九
六
年
)
、
第
七
章
・
第
八
章

(
7
)
た
と
え
ば
、
村
人
の
吟
味
・
裁
判
の
費
用
は
、
当
該
人
の
居
住
村
か
ら
出
さ
れ
る
の
が
基
本
で
、
諸
経
費
は
村
か
ら
直
に
郡
問
屋
に

渡
る
。

(
8
)
山
口
県
文
書
館
所
蔵
毛
利
家
文
庫
継
立
原
書
二
八
「
諸
郡
御
代
宮
中
申
談
之
土
地
方
之
心
得
」
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十
」
(
山
口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料
近
世
編
法
制
下
」

(
9
)
毛
利
家
文
庫
四
O
法
令
一
五
九
(
一
一
)
「
御
堂
目
附
其
外
後
規
要
集

一
九
七
七
年
、
三
六
四
i

三
六
五
頁
掲
載
)

(
叩
)
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
の
は
萩
の
問
屋
で
あ
る
が
、
宰
判
ご
と
の
問
屋
が
萩
の
他
に
山
口
町
と
宮
市
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
各
宰
判
の
問
屋
が
必
ず
萩
に
お
か
れ
て
い
る
い
っ
ぽ
う
、
他
の
問
屋
は
置
か
れ
て
い
な
い
宰
判
も
あ
る
。

村
方
の
史
料
で
は
一
「
山
口
問
屋
」
、
「
宮
市
問
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
宮
市
問
屋
」
は
、
註

(
9
)
史
料
で
は
、
近
く
の
三
田
尻
の

藩
の
船
倉
へ
の
御
用
物
上
納
の
「
講
料
」
を
担
当
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
分
析
で
き
な
い
が
、
山
口
や
宮
市
の
問
屋
は
、
萩
問
屋
ほ
ど

に
は
多
種
多
様
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
場
に
お
い
て
宰
判
・
村
の
た
め
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
存
在
で
は
な
か
ろ
う

カ

(
日
)
毛
利
家
文
庫
四
O
法
令
一
三
五
(
二
六
)
「
諸
御
堂
日
付
二
十
八
冊
二
十
五
」

(
ロ
)
石
風
呂
知
典
「
萩
藩
に
於
け
る
人
別
改
の
展
開
と
そ
の
性
格
」
(
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
六
二
、
一
九
八
九
年
)
、
と
石
川
敦
彦
「
〈
論

文
評
〉
」
(
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
六
七
、
一
九
九
二
年
)
を
あ
わ
せ
て
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
山
口
県
文
書
館
所
蔵
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
等
二
四
八
「
(
文
政
九
年
)
戸
籍
一
件
控
」

(
H
)
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
等
二
四
四
「
戸
籍
御
根
帳
二
」

(
日
)
田
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』
(
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
)
、
第
八
章

(
日
)
毛
利
家
文
庫
九
諸
省
一
一
一
一
(
一
)
「
諸
郡
寄
宰
判
猶
以
前
被
差
戻
候
諸
沙
汰
一
件
」
一

(
口
)
毛
利
家
文
庫
九
諸
省
一
一
二
(
三
)
「
諸
郡
寄
宰
判
猶
以
前
被
差
戻
候
諸
沙
汰
一
件
」
三

(
同
)
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史
第
一
巻
』
(
萩
市
、
一
九
八
三
年
)

(
日
)
毛
利
家
文
庫
九
諸
省
二
二
八
「
諸
郡
御
代
官
廻
状
継
立
之
内
廉
有
分
書
抜
四
」

(
却
)
毛
利
家
文
庫
四
O
法
令
一
五
九
(
七
)
「
御
堂
回
附
其
外
後
規
要
集
六
」
(
山
口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料

九
七
七
年
、
二
0
0
1

二
O
二
頁
掲
載
)

近
世
編
法
制
下
』

(
大
学
院
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
)
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SUMMARY 

The Development of Local Administrative Policy in 

Hagi Clan and the Role of the Merchants in the Castle town 

Hirofumi KA T� 

Regarding the village administration in early-modern J apan, 
merchants were given an authority from the lords to control the 
village. Immensely involving in the administration，出ey did not attach 
to the lords, or to the peasants who were under the administration. 

This paper studies the function and the role of “Gun-doiya" (郡問
屋)， merchants in the castle town were granted the “contract" to actuｭ
alize the control in the territory of the Hagi clan, in the village 
administration. It discusses about the characteristic of village adminisｭ
tration in the early modern period, that depended on the “contract" of 
these merchants. Using manuscript of the lords of Hagi clan as a main 
source, it focuses on the relation of “ Gun-doiya" of Hagi-clan with 
their lords, and clarify their role in the policy-making of village adminｭ
istration within the domain. Consequently, it will discuss the process of 
the administration by focusing on the “Gun-doiya". 

This paper analyses various functions of “Gun-doiya". For examｭ
ple, working as agents in collecting taxes for the lord, reserving servｭ
ants for Bushi, making the census law, reforming civil affairs in the 
Hagi clan in the end of the eighteenth century, and settling lockups in 
a castle town of Hagi in the middle of the nineteenth century. It also 
studies their relation with the feudal authority. The result of the studies 
can be described below. 

“Gun-doiya" of Hagi clan had implemented many kinds of works 
in the village administration. Some includes the work like actualizing 
administrative policies. Thus, it can be said that the role of “Gun-doiya" 
was indispensable in the village administration. 

Due to the rival over gavel collections, the authority of the Hagi 
clan planned to reduce the burden of the peasants except the gavelｭ
paying, and tried to reduce rice tax the peasants had to pay to Gunｭ
doiya. However, the government failed to realize the significance of 
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Gun-doiya who were not either on the lord's side or the peasent's side, 

and who were granted “ contracts". So they failed to regulate effective 
rules. The reason why the government was able to eliminate Gun.doiya 

and the rules about them is because there was a partial change in the 

administrative system in. the clan in the early-modern period. This 

change can be clearly seen in the policy of settling the lockups in the 

castle town of Hagi in the middle of the nineteenth century. 

キーワード:城下町町人，萩藩，村支配，請負，政策の実現


