
た
。
治
水
・
潅
漑
技
術
の
発
達
、
備
中
鍬
や
千
歯
扱
な
ど
の
農
具
の
改
良
・
発
明
、
干
解
や
油
粕
な
ど
の
金
肥
の
利
用
が
普
及
し
 
 

た
。
ま
た
、
宮
崎
安
貞
の
『
農
業
全
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
柚
空
目
に
よ
っ
て
、
栽
培
技
術
や
農
業
知
識
が
広
ま
り
、
生
産
力
も
向
上
 
 

し
た
。
農
民
は
自
給
自
足
の
農
業
か
ら
、
売
る
た
め
の
農
業
を
め
ざ
し
て
商
品
作
物
を
多
く
栽
培
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
麻
・
綿
 
 

（
衣
料
原
料
）
、
油
菜
（
灯
油
原
料
）
、
樺
（
製
紙
原
料
）
、
野
菜
、
煙
草
な
ど
が
各
地
で
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
川
角
村
の
「
国
郡
志
御
編
集
二
付
諸
色
書
出
帳
」
馴
認
共
に
よ
る
と
、
川
角
村
の
産
物
と
し
て
表
 
 

じ
ゆ
ん
さ
い
 
 

き
の
こ
 
 

か
わ
た
け
 
 

4
1
3
1
1
の
よ
う
賢
一
一
種
群
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
革
茸
は
コ
ウ
タ
ケ
の
こ
と
で
茸
で
あ
り
、
専
業
は
池
や
沼
に
自
生
す
る
 
 

多
年
生
水
草
で
あ
る
。
こ
の
二
種
は
栽
培
す
る
も
の
で
ほ
な
い
が
、
「
御
給
主
様
御
留
」
と
注
記
さ
れ
、
給
主
で
あ
る
浅
野
家
老
家
 
 

．
ぎ
び
 
 

専
用
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
記
載
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
五
穀
と
よ
ば
れ
た
米
・
麦
・
乗
・
黍
二
且
と
、
五
穀
と
 
 

し
は
く
 
 

同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
胡
麻
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
油
を
絞
る
原
料
で
あ
る
油
菜
の
名
が
見
え
な
い
。
当
時
、
四
木
 
 

さ
ん
そ
ぅ
 
（
茶
・
楢
・
漆
・
桑
）
三
草
（
麻
・
藍
・
木
綿
ま
た
は
麻
・
藍
・
紅
花
）
の
う
ち
、
茶
と
綿
は
見
え
る
が
、
他
の
記
載
が
な
い
。
実
際
に
は
 
 

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 

熊
野
七
郷
 
 第

三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 
 

一
諸
産
業
の
発
達
 
 
 

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
大
坂
夏
の
陣
を
最
後
に
大
き
な
戦
乱
は
お
さ
ま
り
、
国
内
が
平
和
に
な
る
と
、
農
民
ほ
生
活
 
 

の
向
上
を
め
ざ
し
て
努
力
し
、
幕
府
・
諸
藩
ほ
財
政
の
安
定
を
求
め
て
積
極
的
な
農
業
振
興
策
を
と
る
よ
う
に
な
っ
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椿
を
栽
培
し
て
い
る
の
だ
が
（
後
述
）
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
書
出
帳
で
は
「
草
之
煩
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
な
か
 
 

け
い
と
う
 
 

け
し
せ
り
 
 

た
ん
げ
ば
か
ら
し
ふ
だ
ん
モ
う
 
に
蒲
公
英
・
芥
・
蒼
商
（
ち
さ
）
・
嬰
粟
・
芹
、
「
花
之
類
」
に
鶏
頭
が
あ
る
。
前
記
の
農
業
全
吉
で
は
い
ず
れ
も
食
用
の
「
菜
」
「
山
 
 

野
菜
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
が
著
わ
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
一
世
紀
以
上
を
経
過
し
た
と
き
、
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な
変
 
 

化
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
熊
野
七
郷
で
川
角
村
以
外
に
国
都
志
の
書
出
帳
が
現
存
し
な
い
た
め
、
他
の
村
々
の
こ
と
は
不
明
で
 
 

あ
る
。
こ
の
書
出
帳
を
も
と
に
し
て
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
芸
清
適
志
』
の
熊
野
七
郷
に
関
す
る
記
述
を
ま
と
 
 

め
る
と
、
表
4
－
3
－
2
の
よ
う
に
な
る
。
各
村
の
農
閑
期
の
余
業
と
し
て
、
熊
野
村
ほ
行
商
、
川
角
・
平
谷
・
栃
原
・
焼
山
の
各
 
 

村
は
山
菜
、
押
込
村
ほ
漁
業
用
の
大
瓶
造
り
を
行
っ
て
お
り
、
苗
代
村
は
記
載
が
な
い
。
山
菜
と
は
、
藩
の
御
建
山
や
御
留
山
の
樹
 
 

木
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
伐
り
出
し
、
薪
や
木
炭
に
加
工
し
た
り
、
用
材
や
板
に
し
て
販
売
す
る
こ
と
な
ど
の
山
稼
ぎ
を
意
味
す
 
 

も
ら
 
る
。
し
か
し
、
川
角
村
の
前
記
書
出
帳
に
は
「
農
飴
浮
備
は
藁
仕
事
、
あ
み
縄
延
べ
、
木
綿
織
延
べ
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
山
稜
 
 
 

軋
化
す
エ
叡
「
－
 
 

磯
野
措
撒
及
ガ
尊
慮
 
 

第
由
茸
 
近
 
 
 

∵
 
 
 
 
∵
．
 

．
 
 
 
 
 
∴
 

・
∴
 
 

図4－3－1「国郡志御編集二付諸色書  

出帳」川角区共有文書（文  

化12年）  

表4－3－1川角村の産物  

米  大麦  小麦  粟  黍  
大豆  小豆  大角豆  蕎麦  
薩摩芋  荒芋 大根 茄子  
胡瓜  瓜  胡麻  煙草  
綿  功冒  革茸  輩薫  

革茸と草案には御給主様御留の注が  
ついている  
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『
榊
諒
恕
譲
』
 
（
－
讐
申
ザ
）
吊
∴
［
か
 
 

む
し
ろ
な
 
ぎ
の
ほ
か
に
甫
を
編
ん
だ
り
純
を
掬
っ
た
り
す
る
藁
仕
事
の
ほ
か
、
押
込
村
の
よ
う
に
漁
用
の
大
縄
を
作
り
、
女
性
は
木
綿
の
機
織
 
 

を
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
、
熊
野
七
郷
の
各
村
が
ど
こ
で
も
行
っ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
 
 

な
の
に
『
芸
藩
通
志
』
に
「
山
業
あ
り
」
と
の
み
記
さ
れ
た
の
は
、
熊
野
七
郷
が
山
村
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
編
者
に
あ
っ
た
か
 
 

ら
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
『
芸
薄
遺
志
』
の
租
税
の
項
に
は
、
安
芸
郡
と
し
て
「
薪
柴
札
銀
六
九
六
匁
、
苫
縄
廷
等
銀
七
貫
 
 

六
三
八
匁
七
分
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
野
・
川
角
両
村
の
記
録
と
も
こ
れ
ら
を
納
入
し
た
記
載
は
見
当
ら
な
い
。
 
 
 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
「
郷
村
高
帖
」
に
よ
る
と
、
表
4
1
3
－
3
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
割
木
（
新
）
の
製
 
 

造
販
売
に
か
か
わ
る
税
と
し
て
、
馬
札
と
人
札
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
馬
札
は
馬
（
牛
）
に
荷
を
負
わ
せ
て
の
振
り
売
り
、
人
札
は
 
 

せ
お
い
こ
 
背
負
子
な
ど
に
よ
る
振
り
売
り
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
押
込
村
は
馬
札
が
な
く
、
そ
の
代
り
に
柴
木
札
運
上
が
課
せ
 
 

ら
れ
て
い
る
。
柴
木
と
は
小
さ
い
雑
木
や
雑
木
の
小
枝
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
割
木
は
馬
（
牛
）
も
使
う
が
、
柴
木
は
人
の
振
り
売
り
 
 

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 

宗
喝
認
 
 

⊇
避
茸
 
 

掘
割
茸
 
 

モ
、
い
 
コ
 
 

毎
房
茸
 
 

苛
再
認
 
 

溶
亡
［
茸
 
 

認
 
 
損
 
 

試
買
〓
炭
二
義
二
巌
 
 

－
㌣
 
の
．
N
．
N
A
 
 
 

P
 
Ⅵ
．
P
－
N
 
 

N
∽
．
P
 
」
．
n
 
 

∽
P
 
〇
．
↓
．
N
鼻
 
 

－
N
．
 
N
．
 
P
 
の
 
 

∽
㍗
 
P
 
∽
．
－
∽
 
 

田
 
畠
〓
矧
 
報
 
 

∽
N
↓
．
〇
〉
 
 

湘
－
－
∴
∵
ふ
 
 

静
謬
苛
渕
も
由
滋
；
 
 

浄
醇
E
湘
沙
ヾ
 
 

⊇
遊
芸
付
回
G
 
 

静
迎
8
汁
讃
吋
扁
か
 
 

（
叫
監
渾
首
「
）
 
 

池
野
E
淑
沙
じ
 
 

準
攣
忘
冨
岩
 
 

瀞
琵
営
8
辞
餌
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㊦
刈
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汁
♂
8
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伊
か
（
、
ナ
撃
独
∽
帝
㌍
J
嘘
晶
）
 
 

だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ご
」
の
柴
木
人
札
運
上
が
安
芸
郡
内
で
課
せ
ら
れ
た
の
は
、
押
込
村
の
他
に
は
奥
海
田
村
と
畑
賀
村
の
 
 

み
で
あ
る
っ
こ
れ
ら
の
運
上
は
、
も
と
も
と
拾
歩
一
成
と
し
て
熊
野
七
郷
か
ら
搬
出
さ
れ
る
と
き
、
矢
野
村
の
山
目
付
へ
代
価
の
一
 
 
 

第
四
章
 
近
 
 
世
 
 

細
心
－
？
～
ム
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割
を
納
入
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
運
上
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
札
・
入
札
と
も
札
一
枚
分
の
負
担
額
が
不
明
で
あ
る
 
 

が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
最
低
額
を
札
一
枚
分
と
し
て
も
、
熊
野
村
ほ
馬
札
二
一
枚
・
人
札
一
八
枚
と
な
り
、
『
芸
渚
通
志
』
に
行
商
 
 

を
し
て
い
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
貨
幣
経
済
が
発
達
し
て
い
く
な
か
で
、
農
民
が
現
金
収
入
 
 

を
待
ん
が
た
め
の
努
力
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
記
録
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
各
村
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
竹
代
が
あ
る
。
川
角
・
苗
代
両
村
が
最
低
で
、
熊
野
村
が
最
高
で
あ
る
。
竹
を
売
 
 

っ
た
り
、
竹
細
工
を
し
た
こ
と
の
記
録
は
な
い
が
、
現
実
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
鹿
や
雉
子
の
鉄
砲
札
運
上
 
 

と
雉
子
網
縮
札
運
上
が
あ
る
。
鉄
砲
を
所
有
す
る
老
が
、
川
角
村
以
外
す
べ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
鹿
用
と
雉
子
用
で
は
、
札
一
枚
 
 

の
負
担
が
異
な
っ
て
い
た
。
『
芸
薄
遇
志
』
で
は
「
鹿
雉
子
」
と
一
緒
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
郷
村
高
帳
で
は
二
つ
に
別
け
て
徴
収
さ
 
 

れ
て
い
る
の
は
、
貢
租
増
徴
策
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
雉
子
網
締
札
運
上
は
、
初
め
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
郡
で
は
鳩
網
 
 

か
す
み
あ
み
 
 

締
札
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
網
に
よ
り
雉
子
を
捕
推
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
山
海
名
産
国
会
』
に
ほ
、
贋
や
鴨
を
霞
網
 
 

を
使
っ
て
獲
る
図
が
あ
る
の
で
、
同
類
の
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

こ
ら
や
ば
い
 
 
紺
屋
灰
運
上
は
、
紺
屋
が
藍
を
発
酵
さ
せ
る
段
階
で
必
要
な
灰
汁
を
と
る
木
灰
を
、
各
家
庭
か
ら
買
い
集
め
る
商
人
に
課
せ
ら
れ
 
 

る
も
の
で
、
熊
野
村
に
紺
屋
灰
を
扱
う
人
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
熊
野
村
に
は
紺
屋
択
運
上
に
か
か
わ
る
記
録
 
 

が
見
え
な
い
の
で
、
幕
末
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

入
れ
、
諸
国
を
行
商
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
熊
野
七
郷
の
人
び
と
が
、
実
際
に
大
和
や
紀
州
へ
出
稼
に
行
 
 

っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
度
菜
・
」
父
通
の
発
達
 
 

出
嫁
と
諸
商
業
 
 

熊
野
筆
の
発
祥
に
つ
い
て
の
伝
承
に
、
農
閑
期
に
大
和
の
皆
野
地
方
へ
行
き
、
高
野
山
な
ど
の
登
山
者
の
強
力
 
 

こ
J
■
 
 

を
し
た
り
、
紀
州
熊
野
川
の
木
材
運
搬
や
木
椀
な
ど
に
従
事
し
、
そ
の
帰
路
に
奈
良
地
方
に
座
す
る
筆
墨
を
仕
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的
な
例
ほ
他
に
見
当
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
滞
府
か
ら
の
布
達
に
、
安
芸
郡
内
の
老
が
大
坂
で
取
り
引
き
を
し
て
代
金
を
支
払
わ
ず
訴
え
ら
れ
て
 
 

い
る
者
が
い
る
の
で
、
早
く
支
払
う
よ
う
に
促
す
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
国
・
四
国
・
因
幡
・
伯
著
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
な
 
 

ど
と
取
り
引
き
を
し
な
が
ら
、
代
金
を
支
払
わ
ず
訴
え
ら
れ
て
い
る
者
が
多
い
の
で
、
早
急
に
現
地
に
赴
む
き
決
済
す
る
よ
う
に
、
 
 

江
戸
表
の
藩
主
か
ら
指
示
の
あ
っ
た
こ
と
を
布
達
し
て
い
る
謹
傲
坤
離
Ⅶ
。
川
角
村
の
土
地
売
券
の
な
か
に
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
 
 

正
月
付
で
、
腰
林
一
か
所
を
筆
墨
代
と
し
て
売
却
し
て
い
る
も
の
が
二
通
あ
る
。
二
通
と
も
売
主
は
利
助
で
あ
り
、
買
主
は
一
遍
が
 
 

儀
助
・
利
右
衛
門
・
直
兵
衛
の
三
名
連
記
で
あ
り
、
他
の
一
通
は
儀
助
と
な
っ
て
い
る
。
二
通
と
も
売
却
価
格
は
記
載
さ
れ
て
い
な
 
 
 

1
 
■
 
 

「
 
 扇

阜
隠
 
 

e
 
 

莱
新
里
軍
ソ
亘
．
輔
帯
川
 
 

壕
濾
鸞
今
泉
あ
拍
 
 

し
、
∵
・
・
・
・
、
 
 

第
四
茸
 
近
 
 
 

J
 
 
－
 
 

与
 
 

図4－3－2 織田家文書 講書附炉  

せ
が
九
 
 

上
の
ほ
り
利
右
術
門
の
件
治
平
、
和
州
吉
野
の
白
瀧
と
申
す
所
こ
て
変
死
い
た
し
、
御
 
 

か
け
合
こ
れ
有
り
、
寅
二
月
親
利
右
術
門
、
役
人
代
長
百
姓
菊
右
衛
門
罷
登
り
、
御
尋
筋
 
 

相
済
せ
、
同
三
月
罷
帰
る
、
殺
害
人
御
刑
非
被
篤
行
快
段
、
後
二
御
役
所
伝
へ
御
沙
汰
こ
れ
 
 

有
り
慎
 
 

（
「
永
代
日
記
」
）
 
 

こ
の
寅
二
月
と
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
出
稼
に
行
っ
た
治
平
 
 

は
不
幸
な
事
故
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
記
録
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
 
 

の
治
平
が
吉
野
で
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
つ
い
た
か
も
、
こ
れ
だ
け
の
記
録
で
は
知
る
よ
 
 

し
も
な
い
が
、
出
稼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
史
料
で
あ
る
。
各
村
ほ
毎
 
 

年
十
二
月
中
に
、
抜
参
宮
や
出
接
着
で
帰
村
し
な
か
っ
た
老
な
ど
を
報
告
す
る
こ
と
に
 
 

な
っ
て
い
た
が
、
川
角
村
で
は
そ
の
よ
う
な
老
は
い
な
い
、
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
 
 

い
る
詔
誉
熊
野
七
郷
の
各
村
と
も
出
稼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
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い
の
で
、
筆
墨
代
が
ど
れ
程
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
腰
林
は
一
両
～
四
両
ま
で
で
売
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
記
 
 

二
か
所
の
腰
林
は
最
大
限
八
両
程
度
の
借
金
の
代
償
と
し
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
通
の
証
文
 
 

に
買
主
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
四
名
中
、
儀
助
は
川
角
村
の
住
民
で
あ
る
が
、
他
の
三
名
は
同
年
の
「
御
免
割
下
札
人
別
納
差
引
 
 

帳
」
譜
表
に
も
、
元
治
二
年
（
〓
∧
六
四
）
の
「
川
角
村
宗
旨
御
改
帳
」
酬
詔
共
に
も
、
そ
の
名
前
が
見
当
ら
な
い
。
川
角
村
の
儀
助
 
 

は
、
持
高
一
石
二
斗
九
升
の
百
姓
で
あ
る
。
多
分
、
儀
助
は
紀
州
方
面
へ
出
稼
に
行
き
、
仕
入
れ
て
帰
っ
た
筆
や
墨
を
林
助
が
預
っ
 
 

て
売
り
捌
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
代
金
を
支
払
え
ず
に
、
腰
林
を
譲
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
元
治
二
年
 
 

の
「
田
畑
山
林
御
帳
切
控
帳
」
馴
諜
共
に
は
、
大
坂
小
田
原
屋
庄
三
郎
が
、
川
角
村
利
平
の
名
で
上
田
一
反
二
畝
九
歩
を
、
新
平
に
 
 

金
一
五
両
二
分
で
譲
っ
て
い
る
。
新
平
は
文
久
二
年
に
ほ
高
六
斗
六
升
し
か
所
持
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
一
五
両
二
分
の
資
金
を
ど
の
 
 

よ
う
に
準
備
し
た
か
ほ
不
明
だ
が
、
出
稼
と
行
商
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
大
坂
の
商
人
が
川
角
 
 

村
に
農
地
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
①
 
小
田
原
尾
庄
三
郎
が
も
と
川
角
村
の
農
民
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
①
 
 

売
り
掛
代
金
と
し
て
田
地
を
得
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
川
角
村
の
曲
緑
民
も
出
稼
・
行
商
を
行
な
っ
 
 

て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
筆
や
墨
を
扱
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
を
、
 
 

裏
付
け
て
い
る
。
 
 

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
村
名
ほ
明
ら
か
で
な
い
。
広
島
港
内
で
和
紙
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
佐
伯
郡
と
山
県
耶
で
、
 
 

総
生
産
量
の
八
〇
％
に
も
及
ん
で
い
た
翫
慄
史
』
。
こ
の
和
紙
生
産
を
統
制
す
る
た
め
に
、
広
島
藩
は
正
保
三
年
（
一
六
望
ハ
）
に
御
 
 

紙
方
を
設
け
、
慶
安
・
承
応
年
間
（
一
六
四
八
－
五
四
）
ご
ろ
か
ら
和
紙
の
原
料
で
あ
る
椿
の
増
産
を
図
る
た
め
に
、
「
樺
元
銀
」
 
 

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 

格
生
産
 
 
広
島
県
内
で
和
紙
の
生
産
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
 
 

か
み
す
き
 
 

重
要
国
産
品
と
し
て
、
和
紙
生
産
に
保
護
と
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
安
芸
郡
内
の
村
々
で
も
紙
漉
が
行
わ
れ
て
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第
四
章
 
近
 
 
 
世
 
 

（
仕
入
銀
）
の
前
貸
を
行
う
と
同
時
に
、
和
紙
の
強
制
買
い
上
げ
を
開
始
し
た
。
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
広
島
城
下
に
紙
座
（
の
ち
の
紙
 
 

歳
）
が
設
け
ら
れ
、
生
産
と
販
売
に
対
す
る
統
制
は
一
層
強
化
さ
れ
た
。
農
村
で
生
産
さ
れ
る
椅
は
自
由
売
買
が
禁
止
さ
れ
、
す
べ
 
 

て
帯
が
買
い
あ
げ
る
こ
と
と
な
り
、
藩
役
人
が
巡
回
し
て
監
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
享
保
年
間
（
一
七
一
六
1
三
五
）
に
は
紙
・
樺
 
 

の
生
産
・
集
荷
の
責
任
者
と
し
て
、
郡
ご
と
に
割
庄
屋
格
の
紙
楷
改
役
を
、
村
ご
と
に
庄
屋
格
の
元
締
役
を
は
じ
め
、
改
役
・
見
取
 
 

役
な
ど
の
役
人
が
任
命
さ
れ
、
取
り
締
り
が
一
層
強
化
さ
れ
た
。
明
和
八
年
（
一
七
七
t
）
に
は
廿
日
市
紙
蔵
に
「
椅
掛
調
べ
場
所
」
 
 

が
設
け
ら
れ
、
抜
椅
（
碓
の
勝
手
売
り
）
の
取
り
締
り
に
当
っ
た
。
同
時
に
各
郡
に
設
け
ら
れ
た
「
紙
・
椅
受
払
所
」
で
は
、
椅
の
納
 
 

入
と
仕
入
銀
の
貸
付
・
決
済
が
行
わ
れ
た
。
 
 
 

川
角
村
の
楷
生
産
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
譜
誉
表
紙
は
失
な
わ
れ
て
い
る
が
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
か
ら
文
化
十
年
（
一
八
 
 

一
三
）
ま
で
四
〇
年
間
に
わ
た
る
柿
生
産
量
・
槽
代
金
・
仕
入
銀
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。
楯
生
産
者
数
な
ど
は
判
ら
な
い
が
、
村
 
 

全
体
と
し
て
み
る
と
き
貴
窮
な
史
料
で
、
こ
れ
を
判
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
が
表
4
－
3
4
で
あ
る
。
こ
の
表
は
、
そ
の
年
 
 

の
楯
収
穫
量
、
銀
一
匁
当
た
り
の
椅
買
い
上
げ
量
、
稽
代
金
は
椿
収
穫
量
を
銀
一
匁
当
た
り
買
い
上
げ
畳
で
割
っ
た
も
の
、
仕
入
銀
 
 

は
前
年
末
に
貸
付
け
ら
れ
た
貸
付
銀
、
差
引
は
椅
代
金
か
ら
仕
入
銀
を
差
引
い
た
金
額
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
差
引
額
か
プ
ラ
ス
な
 
 

ら
、
プ
ラ
ス
金
額
を
分
の
位
で
四
捨
五
入
し
た
額
を
今
年
度
分
の
仕
入
銀
に
加
え
、
来
年
度
の
仕
入
銀
が
決
定
さ
れ
た
。
差
引
額
が
 
 

ほ
ね
こ
う
ぞ
 
マ
イ
ナ
ス
な
ら
仕
入
銀
が
減
額
さ
れ
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
分
に
年
二
割
の
利
息
が
課
せ
ら
れ
た
。
寛
政
七
年
の
備
考
欄
の
別
柿
は
キ
ズ
 
 

も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
安
く
買
い
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
政
十
一
年
か
ら
は
特
に
増
産
が
行
わ
れ
、
二
口
の
記
載
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
二
口
の
う
ち
上
欄
は
庄
屋
四
郎
右
衛
門
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
が
、
下
欄
は
庄
屋
と
祉
倉
頭
取
弥
三
次
の
申
請
に
な
っ
て
い
 
 

る
。
さ
ら
に
上
欄
は
仕
入
鋲
が
一
七
匁
に
固
定
し
て
お
り
、
仕
入
銀
相
当
額
を
超
過
し
た
椿
は
銀
一
匁
当
り
五
〇
〇
匁
と
高
く
買
い
 
 

取
ら
れ
て
い
る
。
下
欄
の
仕
入
銀
は
最
初
二
九
匁
か
ら
は
じ
ま
り
、
稽
代
金
に
よ
り
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
さ
れ
て
い
る
が
、
文
化
五
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蓑4－3－4 川角村椿生産量  

和年号西暦収穫量慣吉匁】樺 代 金L仕入銀L差  引l備 考  
第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 

9貫900匁  

8， 800  

12， 400  

9， 80D  

lO， 775  

13， 200   

10，400   

9， 000  

6， 900  

12， 800   

7， 900   

9， 000  

9，400  

9， 000   

9， 800  

9， 700  

8， 900  

8， 400  

8， 800  

10， 200  

10， 000  

9，200   

7， 800  

9，000  

15匁7分1厘  

13， 9， 6  

19， 2， 0  

15， 5， 5  

17，1， 0  

20， 9， 5   

16， 5， 0   

14，2，8  

0匁7分1厘  

－ 2，0， 4   

5， 2， 0 －4，1， 5   
2，1， 0   

3， 9， 5   

－ 4， 5， 0   

－ 2， 2， 2  

安永3（1774）  

〝 4（1775）  

〝 5（1776）  

〝 6（1777）   

〝 7（1778）   

〝 8（1779）  

〝 9（1780）   

天明1（1781）   

〝 2（1782）   

〃 3（1783）   

〝 4（1784）  

〝 5（1785）  

仕入銀利息  
9分  

〝 4分4厘  

〝 6分1厘  

〝1匁4分  
9厘  

4
 
4
 
1
 
 

4
 
2
 
 

＜
U
 
3
 
 

3
 
9
 
 

（
U
 
ハ
U
 
 
（
U
 
 

3
 
3
 
 
3
 
 

6
 
6
 
 
6
 
 

6
 
2
 
 
4
 
 

9
 
3
 
 
5
 
 

0
 
0
 
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 

〝 6（1786）  

〝 7（1787）  

〝 8（1788）  

寛政1（1789）  

〝 2（1790）   

〝 3（1791〕   

〝 4（1792）   

〝 5（1793）   

〝 6（1794）   

〝 7（1795）   

〝 8（1796）   

〝 9（1797）   

〝10（1798）  

0
 
6
 
（
U
 
3
 
1
 
1
 
7
 
3
 
0
 
5
 
6
 
 

3
 
0
 
0
 
1
 
n
U
 
l
 
l
 
1
 
2
 
0
 
1
 
 

一
 
【
 
 

一
一
一
 
 

2
 
5
 
5
 
5
 
6
 
6
 
6
 
6
 
5
 
7
 
7
 
6
 
7
 
 

0
 
▲
U
 
O
 
O
 
O
 
（
U
 
n
）
 
（
U
 
O
 
n
）
 
∩
）
 
（
U
 
【
U
 
 

（
U
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
n
）
 
0
 
0
 
0
 
∩
＞
 
0
 
∩
＞
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
仁
U
 
6
 
6
 
6
 
6
 
 

0
 
6
 
0
 
3
 
7
 
4
 
5
 
7
 
0
 
0
 
3
 
∩
）
 
∩
）
 
 

0
 
丘
U
 
O
 
3
 
1
 
∩
凸
 
2
 
6
 
∩
）
 
5
 
3
 
∩
）
 
0
 
 

5
 
5
 
5
 
6
 
6
 
4
 
4
 
4
 
7
 
6
 
5
 
3
 
5
 
 

－ 3， 0  

－ 2． 0  

〝、庄屋四郎  6， 400  600  10， 6， 6  17   6，3，4   右街門  

〝11（1799）  庄屋と社倉頭   
9， 200  600  15，3，3  29  －13， 6， 7   取役弥三次連  

名   

〝12（1800）  7， 900  600  13，1，6  17  － 3，8，4  ／′   14，700  600  24，5，0  15  9，5，0   
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17 24  0，3，3 2，6，6  
17 24  －5，3，4 －4，3，4  J′   

17  － 4， 0， 0    20  － 0， 5， 0   
17 20  －5，3，4 －2，6，7  
17  

18，0，0  

18   

17  －1， 3，4    25  －2，5，0   
17  

3，1，6  

23   

17   0， 0， 0  

2， 3， 4   

17  仇 5，0  

27  0，5，0   

17  4， 3， 3    27  6，8，4   
17  1， 5， 0    27  －1， 0， 0   
17  

1，6，0  

27   

17  

3，0，0  

27   

第
四
轟
 
近
 
 
 
世
 
 
 

7， 800  

11， 700  
〝 3（1803）  

文化1（1叫1言；：33  

10， 400  

超過9，000  

10，800  

3
 
0
 
0
 
 

3
 
（
U
 
O
 
 

7
 
8
 
（
‖
0
 
 

∩
＞
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

〃 2（1805）  

〝3（1806）】 
1  

10， 200  

超過1，580  

16， 700  

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

〝 4（1807）  

〝5（180昭 

10， 500  

16， 500  
〝 6（1809）  

〝7（1810）1 
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〝10（1813）  

織田家文書による  
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年
以
降
は
二
七
匁
に
同
定
さ
れ
て
い
る
。
川
角
村
の
樺
栽
培
は
あ
ま
り
熱
心
で
は
な
く
、
四
〇
年
間
を
ト
ー
タ
ル
す
る
と
な
ん
と
か
 
 

一
分
七
厘
の
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
寛
政
十
一
年
以
後
の
下
欄
に
つ
い
て
も
三
匁
四
分
九
厘
の
プ
ラ
ス
で
し
か
な
い
。
藩
府
の
努
力
に
も
 
 

か
か
わ
ら
ず
、
川
角
村
に
お
い
て
ほ
楕
生
産
量
は
向
上
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
 
 
 

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
幕
府
は
、
稲
作
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
適
地
に
椅
の
植
え
広
め
を
奨
励
し
、
良
質
の
柿
仲
田
を
無
料
配
布
 
 

す
る
と
と
も
に
、
紙
歳
か
ら
耕
作
指
導
者
の
派
退
も
行
な
っ
た
。
川
角
村
へ
も
糟
酉
の
希
望
数
調
査
が
来
て
い
る
。
ま
た
、
藩
の
山
 
 

目
付
が
た
び
た
び
廻
那
し
、
槽
栽
培
の
状
況
を
視
察
し
、
収
穫
時
期
を
逸
し
な
い
よ
う
に
布
達
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
天
保
十
一
年
 
 

（
一
八
四
〇
）
に
は
楢
一
駄
（
三
〇
貫
＝
一
二
丁
五
キ
ロ
）
の
買
い
上
げ
価
格
を
、
そ
の
年
十
月
の
米
上
納
相
場
（
一
石
代
）
に
改
め
た
。
 
 

そ
の
結
果
、
同
十
四
年
に
は
精
一
〇
貫
目
に
つ
き
銀
四
一
一
匁
と
な
り
、
桔
生
産
量
も
増
大
し
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
、
 
 

樺
代
銀
を
米
に
換
算
し
て
、
年
貢
米
上
納
高
に
繰
り
入
れ
る
方
法
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
仕
入
描
〓
駄
三
〇
貫
且
過
稽
（
一
駄
三
六
 
 

貫
且
と
も
に
、
一
駄
銀
」
ニ
ー
七
匁
五
分
で
買
い
上
げ
ら
れ
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
と
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
二
度
に
わ
た
 
 

る
長
州
戦
争
に
よ
っ
て
、
前
戦
基
地
と
な
っ
た
広
島
城
下
は
物
価
が
高
騰
し
、
相
異
い
上
げ
価
格
も
米
相
場
一
石
代
相
当
で
あ
っ
た
 
 

た
め
高
く
、
他
国
産
の
紙
と
の
価
格
差
が
生
じ
て
大
坂
市
場
で
売
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
慶
応
三
年
か
ら
、
樺
買
い
上
げ
価
格
 
 

が
三
割
減
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

椿
は
一
粒
に
農
耕
に
適
さ
な
い
山
地
の
や
せ
土
や
不
毛
の
礫
土
で
も
よ
く
生
育
し
、
肥
培
管
理
に
も
あ
ま
り
辛
が
か
か
ら
な
い
た
 
 

め
、
山
麓
や
田
畑
の
間
の
休
閑
地
・
堤
防
な
ど
を
開
い
て
広
く
植
え
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
現
実
に
は
、
適
度
の
水
分
と
肥
 
 

料
が
必
要
で
あ
り
、
夙
が
強
い
と
倒
れ
て
し
ま
う
。
枝
葉
が
繁
る
と
日
陰
が
で
き
、
雨
露
の
た
た
き
で
他
の
作
物
の
収
量
が
減
る
な
 
 

ど
の
影
響
が
あ
っ
た
。
猪
や
厳
に
食
い
荒
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
き
ず
物
は
商
‖
叩
価
値
が
失
な
わ
れ
、
手
間
ば
か
り
要
し
て
採
算
の
 
 

合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
藩
に
納
入
す
る
楷
は
、
生
産
農
家
が
刈
り
取
っ
た
槽
を
蒸
し
て
皮
を
は
ぎ
と
り
、
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ
た
 
 

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
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島
津
内
で
は
灯
油
生
産
の
原
料
の
中
心
は
、
綿
実
と
菜
種
と
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
沿
岸
部
に
は
早
く
か
ら
綿
作
 
 

が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
綿
実
に
よ
る
絞
油
が
多
か
っ
た
。
菜
種
栽
培
も
早
く
か
ら
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
幕
府
や
藩
に
よ
る
 
 

灯
油
統
制
が
き
び
し
く
、
各
村
で
は
毎
年
そ
の
作
付
反
別
と
収
量
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
麦
作
の
田
畑
へ
菜
 
 

種
を
作
付
す
る
こ
と
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
新
開
地
や
山
畑
な
ど
に
植
え
ら
れ
た
た
め
、
村
々
で
は
わ
ず
か
な
作
付
反
別
に
 
 

す
ぎ
な
か
っ
た
鰐
硝
筈
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
の
安
芸
郡
各
村
の
菜
糀
作
付
状
況
を
み
る
と
、
表
4
－
3
5
の
と
お
り
 
 

で
、
熊
野
七
郷
の
う
ち
平
谷
村
と
川
角
村
が
菜
種
栽
培
を
し
て
い
た
甜
謂
史
』
。
平
谷
村
の
反
当
た
り
生
産
量
は
六
斗
一
升
一
合
余
 
 

で
あ
る
が
、
川
角
村
は
三
斗
で
し
か
な
い
。
他
村
が
」
ハ
斗
前
後
の
生
産
量
で
あ
る
の
に
、
川
角
村
が
そ
の
半
分
で
し
か
な
い
こ
と
か
 
 

ら
、
利
益
の
あ
が
る
作
物
で
ほ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
厳
し
い
統
制
の
た
め
に
農
民
が
生
産
意
欲
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
 
 

で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
絞
油
の
原
料
に
白
胡
麻
が
あ
っ
た
。
嘉
永
二
年
（
t
八
四
九
）
の
布
達
に
よ
れ
ば
、
上
白
胡
麻
を
石
当
り
 
 

正
銀
一
七
五
匁
で
蔀
が
買
い
上
げ
る
が
、
も
っ
と
高
値
で
売
れ
る
な
ら
ば
そ
ち
ら
へ
売
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
餓
剛
響
こ
の
 
 
 

第
四
草
 
近
 
 
 
世
 
 

皮
格
と
よ
ば
れ
る
商
品
で
あ
っ
た
。
薄
は
毎
年
村
々
に
椿
の
で
き
具
合
を
尋
ね
、
今
年
の
予
想
収
穫
誼
を
報
告
さ
せ
て
い
る
。
十
月
 
 

に
な
る
と
槽
の
刈
り
蒸
し
、
干
し
立
て
に
念
を
入
れ
る
よ
う
布
達
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
角
村
ほ
前
述
 
 

の
よ
う
に
椿
生
産
効
果
を
あ
げ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
川
角
村
の
山
ほ
土
地
が
や
せ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
 
 

て
い
る
こ
と
に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
椿
栽
培
は
肥
料
を
与
え
手
間
ひ
ま
を
か
け
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
収
入
が
得
ら
れ
ず
、
つ
 
 

き
合
い
程
度
の
生
産
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
農
業
全
書
』
に
は
、
椅
は
土
地
を
選
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
土
 
 

地
の
善
悪
を
考
え
ず
に
植
え
る
と
、
人
力
を
費
し
財
を
失
う
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
川
角
村
の
人
び
と
は
体
験
的
に
こ
 
 

の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

そ
の
他
の
産
業
 
 

熊
野
七
郷
に
お
け
る
前
記
以
外
の
産
業
と
し
て
、
灯
油
生
産
の
原
料
と
な
る
菜
種
と
胡
麻
の
生
産
が
あ
る
。
広
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一
八
世
紀
は
じ
警
」
ろ
上
裾
野
村
の
野
村
孫
右
衛
門
が
水
車
を
利
用
し
た
油
稼
ぎ
を
開
始
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
野
村
家
は
藩
の
油
 
 

方
頭
取
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
公
設
の
油
御
用
所
と
し
て
、
藩
の
統
制
の
も
と
で
営
業
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
村
内
の
手
絞
は
難
し
く
 
 

な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 

た
ば
こ
あ
い
は
ぜ
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
綿
・
麻
・
煙
草
・
藍
・
櫨
な
ど
の
栽
培
も
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
幕
末
期
に
は
養
蚕
 
 

が
奨
励
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
野
七
郷
で
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

蓑4－3－5 安芸郡の菜種作付  

状況  街
道
の
整
備
 
 

村  名  畝 数  作 高   
反   石  

上瀬野村  15   9   

下瀬野村   3．2   1．6   

平谷村   2，7   1．65   

川角村   1．5   0，45   

府中村   0．6   

牛田村   13   10．2   

新山村   3   0．82   

戸坂村   65   52   

中野村   5．8   2．61   

畑蟹村   5，3   1．961   

奥海田村   4，2   5．2   

船越村   4   3．4   

矢野村   4．6   2．3   

大屋村   2．3   0．73   

計  130．6  92．521   

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
 
 
 

二
 
交
通
の
発
達
 
 
 

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
広
島
洋
主
と
な
っ
た
福
島
正
則
ほ
、
年
貢
米
や
領
内
産
物
の
輸
送
に
必
要
な
街
道
・
内
 
 

海
航
路
の
整
備
に
つ
と
め
た
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
薄
主
と
な
っ
た
浅
野
長
居
は
さ
ら
竺
父
通
政
策
を
す
す
 
 

中野・霊岳家「郡方譜御用跡控」  
（文政12）による。  

Dウ広島県史』近世2  

白
胡
麻
栽
培
に
関
す
る
史
料
は
見
当
ら
な
い
 
 

が
、
布
達
の
文
面
か
ら
は
安
芸
郡
内
で
か
な
り
 
 

栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
 
 

ら
の
原
料
か
ら
の
製
油
は
、
各
地
で
行
わ
れ
て
 
 

い
た
よ
う
で
あ
る
。
自
家
消
費
の
た
め
の
「
手
 
 

作
手
絞
り
」
が
行
わ
れ
、
や
が
て
余
剰
分
を
商
 
 

品
と
し
て
販
売
す
る
者
も
現
わ
れ
た
。
熊
野
村
 
 
 

で
も
絞
池
を
す
る
人
が
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
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役
人
や
諸
大
名
・
公
家
衆
な
ど
の
公
用
の
通
行
に
あ
た
っ
て
、
人
馬
の
継
立
て
や
宿
泊
・
飛
脚
な
ど
の
用
を
果
た
す
も
 
 

の
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
海
田
市
に
は
伝
馬
一
五
疋
が
常
時
準
備
さ
れ
て
い
た
が
、
参
勤
交
代
の
大
名
・
長
崎
奉
行
・
公
儀
代
官
な
ど
 
 

上
せ
じ
ん
ば
 
の
通
行
数
が
増
え
、
常
設
の
伝
馬
で
は
不
足
す
る
た
め
、
近
隣
の
村
々
に
寄
人
馬
す
な
わ
ち
助
郷
役
を
課
し
て
補
な
っ
て
い
る
。
旅
 
 

行
者
の
荷
物
に
は
重
量
制
限
が
あ
り
、
馬
な
ら
一
疋
四
〇
貫
（
〓
血
○
キ
ロ
）
、
人
足
な
ら
五
貫
（
約
一
九
キ
ロ
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
 
 

が
、
こ
の
規
定
が
守
ら
れ
な
い
例
が
多
く
、
規
定
以
上
の
人
馬
（
込
人
馬
）
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
込
人
馬
に
対
し
て
利
用
者
か
ら
 
 
 

第
四
睾
 
近
 
 
 
世
 
 

め
、
道
路
・
橋
梁
の
整
備
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
財
源
と
な
っ
た
の
が
、
壱
歩
米
や
七
厘
米
で
あ
っ
た
㌍
節
。
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
 
 

に
幕
府
巡
見
便
の
巡
察
が
あ
り
、
こ
れ
を
機
会
に
道
路
網
は
一
層
整
備
さ
れ
た
。
道
路
幅
を
西
国
街
道
（
山
陽
道
）
二
間
半
（
四
・
五
メ
 
 

ー
ト
ル
）
、
石
見
・
出
雲
路
七
尺
（
二
・
一
メ
ー
ト
ル
）
、
相
伝
い
の
小
道
三
尺
（
九
〇
セ
ン
チ
）
と
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
里
三
六
丁
の
 
 

制
が
公
式
に
採
用
さ
れ
、
西
国
街
道
の
周
防
国
境
よ
り
尾
道
ま
で
一
里
塚
が
設
置
さ
れ
た
節
用
萎
ま
た
、
領
内
二
五
か
所
に
茶
 
 

屋
を
三
軒
ず
つ
設
け
、
い
わ
ゆ
る
本
陣
・
脇
本
陣
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
安
芸
郡
で
は
海
田
市
に
茶
屋
が
設
け
ら
れ
 
 

て
い
る
鯛
。
 
 
 

西
国
街
道
の
ほ
か
に
、
領
内
の
村
々
を
結
ぷ
小
道
が
幾
筋
も
あ
っ
た
が
、
当
熊
野
七
郷
に
関
係
す
る
も
の
に
「
黒
瀬
筋
」
と
よ
ば
 
 

れ
る
小
往
還
が
あ
っ
た
。
海
田
市
か
ら
矢
野
村
・
熊
野
村
を
経
て
賀
茂
郡
小
多
田
村
（
現
黒
細
軒
）
・
小
文
字
村
（
現
東
広
島
市
）
・
盟
 
 

田
郡
田
方
里
村
（
現
竹
原
市
）
・
賀
茂
那
白
市
村
（
現
東
広
島
市
）
に
至
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
望
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
上
瀬
野
村
 
 

（
現
広
島
市
）
か
ら
絹
野
跡
村
（
現
広
島
市
）
を
経
由
し
て
熊
野
村
に
到
る
「
熊
野
跡
往
還
」
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
鰐
絹
貫
 
 

こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
ほ
、
山
陽
道
が
こ
み
あ
っ
た
時
な
ど
に
よ
く
利
用
さ
れ
た
。
幕
末
の
長
州
戦
争
の
際
に
は
、
諸
諦
の
武
士
が
こ
の
 
 

ル
ー
ト
で
広
島
入
り
を
し
て
い
る
。
 
 

助
郷
役
 
 
公
用
通
行
の
多
い
西
国
街
道
の
要
地
に
は
、
馬
継
所
も
し
く
は
そ
の
機
能
を
も
つ
宿
駅
が
設
け
ら
れ
た
。
宿
駅
は
幕
府
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は
賃
銭
が
支
払
わ
れ
ず
、
郡
割
で
負
担
さ
れ
て
い
た
。
海
田
市
で
は
客
人
馬
を
近
隣
の
村
々
か
ら
敬
し
、
さ
ら
に
人
夫
の
み
の
割
り
 
 

当
て
も
行
な
っ
て
対
応
し
て
い
た
。
川
角
村
の
記
録
で
は
、
駕
籠
一
丁
と
人
足
一
〇
人
の
徴
発
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
る
。
駕
寵
 
 

に
は
布
団
を
そ
え
、
灯
油
を
準
備
し
て
く
る
こ
と
が
、
二
日
く
ら
い
前
に
連
絡
さ
れ
、
前
日
夕
刻
七
ツ
時
（
一
六
時
）
ま
で
に
は
人
足
 
 

一
〇
名
の
氏
名
を
、
人
足
頭
を
つ
と
め
る
者
が
海
田
市
ま
で
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
譜
警
行
き
先
は
西
条
四
日
市
ま
で
 
 

か
、
逆
方
向
に
廿
日
市
ま
で
で
あ
っ
た
。
四
日
市
か
廿
日
市
を
朝
出
発
す
る
と
、
海
田
市
が
昼
食
と
な
り
、
そ
の
後
つ
ぎ
の
宿
駅
ま
 
 

で
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
川
角
村
に
ど
の
よ
う
な
薦
籠
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
灯
油
を
持
参
せ
よ
と
い
う
 
 

こ
と
は
、
帰
途
が
夜
間
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
四
日
市
ま
で
な
ら
帰
途
近
道
も
で
き
る
 
 

が
、
廿
日
市
へ
行
く
と
そ
の
ま
ま
同
じ
道
を
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
触
状
が
川
角
村
か
ら
平
谷
村
や
苗
代
村
へ
も
 
 

回
連
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
村
々
に
も
人
足
な
ど
の
徴
発
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
 
 

る
。
急
な
徴
発
を
受
け
て
も
村
内
で
人
数
が
そ
ろ
わ
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
村
々
で
相
談
し
て
不
足
分
を
補
な
い
あ
い
、
年
末
に
決
 
 

済
が
行
わ
れ
て
い
た
。
農
繁
期
の
忙
し
い
最
中
に
行
わ
れ
る
人
足
徴
発
ほ
大
き
な
迷
惑
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
は
込
人
馬
に
対
す
る
 
 

郡
捌
も
重
い
負
担
と
な
っ
た
。
 
 

第
三
節
 
産
業
・
交
通
の
発
達
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