
一
社
会
生
活
 
 

江
戸
時
代
の
社
会
は
、
身
分
制
度
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
社
会
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
身
分
制
庶
ほ
、
一
般
に
 
 
 

身
分
制
度
 
 

士
・
謎
－
工
・
商
の
四
民
の
別
を
基
本
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
わ
れ
る
が
、
現
実
に
は
支
配
階
層
と
し
て
の
武
士
・
 
 

被
支
配
階
層
の
大
半
を
し
め
る
農
民
や
職
人
・
商
人
と
公
家
・
神
職
・
僧
尼
お
よ
び
最
底
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
賎
民
と
い
う
構
成
 
 

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
身
分
的
秩
序
の
形
成
ほ
中
世
か
ら
近
世
の
と
く
に
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
、
激
し
い
政
 
 

治
的
・
社
会
的
変
動
が
繰
り
返
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
関
が
原
の
戦
い
に
勝
利
を
収
め
諸
大
名
を
服
属
さ
 
 

せ
て
成
立
し
た
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
、
順
次
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
身
分
制
度
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
 
 

た
の
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
検
地
や
刀
狩
り
で
あ
っ
た
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
に
織
田
信
長
の
あ
と
を
継
い
だ
豊
臣
 
 

秀
吉
は
、
統
一
基
準
に
よ
る
検
地
＝
太
閤
検
地
を
新
し
い
征
服
地
で
実
施
し
、
一
地
一
作
人
の
原
則
に
よ
っ
て
、
耕
作
者
を
土
地
一
 
 

筆
ご
と
に
登
録
し
、
そ
の
耕
作
権
を
保
障
し
た
。
そ
の
反
面
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
農
民
は
土
地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
身
分
の
移
動
は
 
 

禁
止
さ
れ
た
が
、
農
業
生
産
に
専
念
し
年
貢
・
諸
役
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
生
産
ほ
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
正
十
六
 
 

年
（
一
五
八
八
）
に
発
布
さ
れ
た
刀
狩
令
は
、
農
民
か
ら
武
器
を
奪
い
取
っ
て
土
一
揆
を
抑
圧
し
、
さ
ら
に
身
分
統
制
令
に
よ
っ
て
農
 
 

民
の
職
分
を
定
め
て
農
業
の
専
従
者
お
よ
び
年
貢
・
諸
役
の
負
担
者
と
し
て
の
身
分
を
固
定
す
る
一
方
、
在
す
な
わ
ち
村
と
町
と
の
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別
を
厳
重
に
す
る
た
め
に
、
町
に
対
し
て
は
屋
敷
改
め
を
実
施
し
、
町
屋
敷
地
を
所
持
し
、
地
子
・
諸
役
を
負
担
す
る
者
を
町
人
身
 
 

分
と
し
た
。
町
人
と
は
町
に
居
住
す
る
老
を
身
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
身
分
制
度
制
定
当
初
ほ
、
町
に
住
み
な
が
ら
農
業
を
営
 
 

む
老
も
い
た
D
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
順
次
厳
し
く
農
業
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
職
人
・
商
人
身
分
と
し
て
固
定
さ
れ
、
代
々
世
襲
さ
せ
 
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
身
分
制
度
が
固
定
化
し
て
い
く
な
か
で
、
幕
府
や
諸
藩
ほ
領
民
全
体
の
把
握
・
支
配
 
 

を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
農
民
・
町
人
の
枠
外
に
あ
っ
た
人
び
と
の
支
配
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
都
市
や
農
村
を
回
っ
て
、
 
 

ふ
し
ゆ
く
こ
つ
じ
き
 
占
い
・
呪
術
・
祈
頑
な
ど
を
す
る
巫
祝
や
難
芸
人
元
ど
を
含
む
遊
民
層
や
、
ひ
に
ん
・
乞
食
な
ど
と
も
よ
ば
れ
て
、
卑
聴
視
さ
れ
 
 

て
い
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
ほ
一
般
に
当
時
の
基
本
的
産
業
で
あ
る
農
業
等
を
生
業
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
荒
れ
地
 
 

や
河
川
敷
な
ど
の
無
年
貢
地
に
居
住
す
る
か
、
あ
る
い
は
村
か
ら
村
へ
渡
り
歩
く
生
活
を
し
て
い
た
。
身
分
制
度
は
、
身
分
に
と
も
 
 

な
う
職
業
と
居
住
地
を
固
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
身
分
制
度
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
 
 

る
危
険
性
が
あ
っ
た
の
で
、
幕
市
制
確
立
の
過
程
で
の
身
分
制
の
整
序
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
え
 
 

貰
 
 
 

た
」
●
「
ひ
に
ん
」
身
分
の
制
度
化
と
そ
の
人
た
ち
へ
の
規
制
の
強
化
が
、
政
策
的
に
必
要
と
な
っ
た
鰐
絹
 
 
 

え
た
は
広
島
藩
で
は
か
わ
た
と
よ
ば
れ
、
も
と
も
と
死
牛
馬
の
処
理
に
あ
た
り
、
皮
革
生
産
の
特
技
を
も
つ
職
人
で
あ
っ
た
。
当
 
 

時
、
高
級
な
素
材
で
あ
っ
た
皮
革
に
対
し
て
庶
民
的
な
需
要
ほ
少
な
く
、
こ
の
仕
事
だ
け
で
の
生
活
や
社
会
的
な
地
位
の
向
上
は
困
 
 

難
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
か
わ
た
を
、
藩
で
は
は
や
く
か
ら
軍
事
用
の
皮
革
調
達
の
た
め
に
召
し
抱
え
た
特
定
の
 
 

か
わ
た
頭
の
統
制
の
も
と
に
身
分
的
拘
束
を
加
え
、
軍
役
の
ほ
か
に
牢
番
・
行
刑
・
盗
賊
制
止
な
ど
の
治
安
警
備
に
も
当
た
ら
せ
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
仕
事
の
一
環
と
し
て
、
頗
民
身
分
全
体
の
支
配
・
統
制
が
、
か
わ
た
頭
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
 
 

れ
に
加
え
、
差
別
的
風
俗
規
制
の
強
化
、
頗
業
の
強
制
に
よ
り
、
農
民
・
町
人
と
の
切
り
離
し
政
策
も
す
す
め
ら
れ
、
分
断
支
配
の
 
 

政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
 
 

第
四
節
 
社
会
生
活
と
農
民
の
生
活
 
 

2β∂   



第
四
茸
 
近
 
 
 
世
 
 
 

ひ
に
ん
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
貧
人
の
意
味
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
飢
饉
が
起
き
る
と
大
量
の
ひ
に
ん
が
発
生
し
た
が
、
大
 
 

名
は
積
極
的
に
帰
農
策
を
打
ち
出
し
、
遊
民
的
存
在
の
減
少
に
努
め
た
。
ま
た
、
農
民
が
農
業
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
 
 

に
、
塵
民
身
分
と
し
て
の
「
定
ひ
に
ん
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
定
ひ
に
ん
は
城
下
町
な
ど
の
指
定
地
域
に
小
屋
掛
け
し
て
居
住
さ
せ
 
 

ら
れ
、
頗
民
身
分
の
最
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
他
国
か
ら
流
入
し
て
く
る
ひ
に
ん
や
領
内
の
貧
人
で
城
下
へ
流
れ
込
ん
だ
野
び
 
 

に
ん
に
対
し
て
は
、
か
わ
た
が
追
い
払
う
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
賎
民
相
互
間
に
も
分
裂
政
策
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
朗
。
 
 
 

広
島
薄
で
こ
の
よ
う
な
腰
民
制
度
が
成
立
し
た
の
ほ
、
寛
文
・
延
夏
期
（
一
六
六
一
－
八
〇
）
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
帝
財
政
 
 

が
苦
し
く
な
っ
た
り
、
凶
作
・
飢
饉
な
ど
に
よ
っ
て
農
民
の
生
活
が
逼
迫
し
て
く
る
と
、
滞
府
は
強
い
腰
視
観
念
・
差
別
観
念
を
も
 
 

っ
た
身
分
法
令
を
制
定
し
、
さ
ら
に
差
別
的
な
風
俗
規
制
を
強
化
し
て
、
領
民
に
差
別
意
識
を
う
え
つ
け
、
分
断
支
配
政
策
の
徹
底
 
 

を
は
か
っ
て
い
っ
た
。
か
わ
た
の
人
び
と
は
、
厳
し
い
差
別
的
規
側
を
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
生
活
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
努
 
 

力
を
続
け
て
い
た
。
広
島
藩
内
で
は
荒
れ
地
を
開
墾
し
た
り
、
農
民
か
ら
田
畑
を
買
い
受
け
た
り
し
て
、
農
地
を
所
有
す
る
例
が
数
 
 

ぱ
く
ろ
う
も
あ
い
う
し
 
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
皮
革
生
産
に
関
連
し
て
馬
口
労
を
営
む
老
、
横
合
牛
と
称
し
て
農
家
に
牛
を
預
け
て
飼
育
さ
せ
る
な
ど
、
 
 

い
ろ
い
ろ
な
努
力
k
よ
っ
て
経
済
的
に
成
長
す
る
人
も
現
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、
藩
府
ほ
た
び
た
び
こ
れ
ら
の
営
業
 
 

を
禁
止
す
る
触
書
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
わ
た
身
分
の
人
た
ち
の
経
済
的
成
長
を
抑
 
 

え
る
た
め
に
、
さ
ら
に
厳
し
い
規
制
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
規
制
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
向
上
し
、
自
 
 

ら
を
解
放
し
ょ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 

の
貨
幣
需
変
は
増
大
し
、
貨
幣
収
入
増
加
の
た
め
に
商
品
作
物
の
栽
培
、
副
業
と
し
て
の
商
工
業
兼
業
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
広
島
藩
 
 
 

倹
約
令
 
 
姓
氏
ほ
自
給
自
足
の
経
済
を
建
て
前
と
さ
れ
て
い
た
が
、
貨
幣
経
済
が
農
村
へ
浸
透
す
る
に
し
た
が
い
、
農
業
経
営
や
 
 

農
民
の
土
地
所
有
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
村
の
構
造
自
体
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
肥
料
や
日
用
品
の
購
入
な
ど
に
農
家
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の
財
政
も
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
つ
れ
て
窮
乏
の
度
合
い
を
た
か
め
て
い
た
。
ほ
ぼ
固
定
化
し
た
年
収
入
に
依
存
す
る
藩
財
政
は
、
 
 

参
勤
交
代
・
幕
府
の
命
令
に
よ
る
土
木
工
事
の
御
手
伝
や
生
活
の
馨
俸
に
よ
っ
て
行
き
詰
り
、
危
機
的
状
況
に
お
ち
い
っ
て
き
た
。
 
 

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
か
ら
承
応
年
間
（
一
六
五
四
）
に
か
け
て
、
毎
年
の
よ
う
に
早
魅
や
冷
害
・
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
大
き
な
被
 
 

害
を
蒙
っ
た
。
年
貢
徴
収
の
厳
し
さ
も
あ
っ
て
、
餓
死
す
る
農
民
も
多
く
、
牛
馬
の
多
く
も
死
失
し
、
農
村
の
惨
状
は
目
を
お
お
ぁ
 
 

せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
日
摂
政
奉
行
や
耕
作
改
奉
行
を
臨
時
に
任
命
し
て
郡
中
の
実
情
を
調
査
さ
せ
た
り
、
作
食
米
や
牛
 
 

代
銀
を
貸
与
し
て
農
村
の
復
興
を
は
か
っ
て
い
る
。
寛
永
十
七
年
に
は
初
め
て
家
中
の
武
士
に
対
す
る
倹
約
令
が
出
さ
れ
、
同
十
九
 
 

年
に
は
「
倹
約
に
励
み
耕
作
に
精
出
す
べ
き
」
と
の
幕
府
の
布
令
が
領
内
に
も
布
達
さ
れ
、
難
局
の
打
開
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
四
代
藩
主
胴
長
の
時
代
に
な
る
と
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
・
同
十
二
年
の
二
回
に
わ
た
り
、
家
中
を
は
じ
め
郡
中
・
 
 

町
方
の
生
活
全
般
に
関
す
る
厳
し
い
倹
約
令
が
出
さ
れ
て
い
る
節
用
等
倹
約
令
は
支
出
を
抑
制
す
る
こ
と
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
 
 

か
ら
、
い
わ
ば
消
極
的
な
施
策
で
あ
る
が
、
末
端
の
庶
民
の
生
活
に
ほ
種
々
の
規
制
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
も
の
で
あ
 
 

っ
た
。
熊
野
町
に
残
る
各
種
の
記
録
の
中
に
、
倹
約
令
に
関
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
も
、
広
島
藩
が
た
び
た
び
倹
約
令
を
発
 
 

し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
み
る
と
、
農
民
の
衣
煩
は
麻
布
・
木
綿
を
渋
染
か
藍
染
に
し
て
用
い
、
こ
れ
以
外
の
 
 

も
の
の
着
用
を
禁
じ
て
い
る
。
下
着
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
帯
も
こ
れ
に
準
じ
た
。
婦
人
の
髪
飾
り
・
か
ん
ぎ
し
・
臍
を
は
じ
め
、
 
 

襟
掛
け
・
履
物
な
ど
に
至
る
ま
で
、
粗
末
な
品
物
を
用
い
、
金
銀
な
ど
の
使
用
を
禁
じ
て
い
る
。
結
婚
に
際
し
て
の
諸
道
具
輝
か
ら
 
 

祝
宴
に
至
る
ま
で
、
分
限
相
応
に
行
う
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
寄
合
い
の
場
合
も
食
事
を
出
さ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
、
遅
く
 
 

な
っ
て
ど
う
し
て
も
食
事
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
一
汁
一
菜
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
夜
間
の
外
出
に
は
提
灯
は
使
わ
ず
に
 
 

た
い
さ
つ
み
の
 
松
明
を
、
雨
天
も
傘
・
合
羽
で
は
な
く
、
襲
・
萱
笠
を
用
い
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
病
人
以
外
は
篤
箭
も
禁
止
さ
れ
 
 

た
。
農
民
の
な
か
に
は
広
島
城
下
へ
出
て
商
業
を
営
み
、
町
人
同
様
の
姿
を
し
て
、
幾
業
か
ら
放
れ
て
し
ま
っ
た
老
も
い
る
が
、
こ
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を
命
じ
た
。
寛
政
三
年
に
領
内
の
孝
子
・
義
人
・
奇
特
老
の
事
跡
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
、
「
芸
備
孝
義
伝
」
（
初
編
）
と
し
て
享
 
 

和
元
年
（
一
八
〇
一
）
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
編
二
二
編
・
拾
迫
と
刊
行
さ
れ
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
ま
で
合
せ
て
八
三
〇
 
 

余
人
の
事
贋
が
記
録
公
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
藩
主
か
ら
褒
賞
を
う
け
た
事
例
で
、
民
衆
教
化
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

ょ
う
せ
き
 
 
熊
野
七
郷
か
ら
こ
の
芸
備
孝
義
伝
に
記
載
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、
琴
一
編
に
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
焼
山
村
の
医
師
養
碩
・
 
 

上
し
か
げ
 
 

佳
景
父
子
が
孝
廉
の
人
と
し
て
、
ま
た
同
村
の
よ
し
と
い
う
女
性
が
永
年
に
わ
た
っ
て
病
気
の
母
に
孝
養
を
つ
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
褒
賞
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
第
三
編
に
は
苗
代
村
友
蔵
の
孝
行
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
風
を
患
っ
た
父
を
十
 
 

余
年
に
わ
た
り
介
護
し
て
孝
養
を
つ
く
し
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
七
月
銭
五
貫
文
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
に
は
熊
野
村
百
姓
伊
助
の
娘
み
つ
が
、
父
伊
助
亡
き
あ
と
母
に
孝
養
を
つ
く
し
た
こ
と
に
 
 
 

第
四
牽
 
近
 
 
世
 
 

れ
は
全
く
心
得
違
い
で
、
百
姓
の
本
体
を
失
な
わ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
題
小
。
広
島
藩
 
 

は
一
方
で
は
農
民
の
分
割
相
続
を
制
限
し
、
二
二
二
男
は
町
家
へ
奉
公
に
出
す
よ
う
に
指
導
を
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
農
民
 
 

が
町
人
同
様
の
服
装
を
し
た
り
生
活
を
す
る
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民
の
衣
服
も
藍
染
は
高
価
な
の
で
、
茶
染
・
鼠
 
 

色
な
ど
に
染
め
さ
せ
て
欲
し
い
と
い
う
願
出
も
あ
っ
た
が
認
め
ず
、
藍
染
・
渋
染
に
さ
せ
て
い
る
。
草
木
染
の
一
色
染
は
許
さ
れ
て
 
 

い
た
が
、
色
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
は
禁
じ
ら
れ
た
。
倹
約
令
に
よ
っ
て
農
民
の
美
的
感
覚
を
生
か
し
た
創
意
工
夫
を
抑
圧
す
る
こ
 
 

と
は
、
新
し
い
国
産
品
創
造
の
芽
を
摘
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
農
民
の
生
活
水
準
お
二
定
の
枠
の
な
か
に
閉
じ
込
め
、
年
貢
 
 

徴
収
に
力
占
貰
お
い
た
広
島
帝
政
の
〓
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

孝
義
 
 
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
幕
府
は
諸
藩
に
命
じ
て
孝
義
老
を
調
査
報
告
さ
せ
、
「
孝
義
録
」
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
れ
に
な
 
 

L
げ
あ
き
ら
 
 

ら
い
広
島
藩
で
も
七
代
藩
‡
浅
野
重
嵐
は
、
藩
儒
頼
春
水
・
杏
坪
兄
弟
に
賞
賜
の
対
象
と
な
っ
た
老
全
員
の
伝
記
の
編
集
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な
ど
に
分
散
さ
せ
、
洪
水
な
ど
に
よ
る
損
失
を
最
少
隈
に
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
 
 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
植
付
け
ら
れ
る
稲
の
品
種
も
、
早
稲
・
中
稲
・
晩
稲
と
収
穫
時
期
の
異
な
る
も
の
を
栽
培
す
る
こ
 
 

と
に
よ
っ
て
、
気
候
の
変
化
に
よ
る
減
収
を
防
止
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
七
郷
に
お
い
て
は
、
検
地
帳
や
名
寄
帳
が
残
 
 

存
し
な
い
の
で
、
土
地
所
有
の
実
態
は
判
ら
な
い
が
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
「
安
芸
郡
熊
野
村
早
稲
井
中
晩
田
毛
上
有
米
目
録
」
 
 

誠
芯
よ
り
、
稲
作
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
ご
の
目
録
は
帝
肘
が
そ
の
年
の
作
柄
を
確
認
す
る
た
め
に
、
各
村
を
調
査
し
た
 
 

あ
い
ほ
ま
す
つ
ぎ
 
 

合
穂
析
突
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
調
査
と
同
時
に
年
貢
納
入
期
日
も
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
表
4
－
4
1
）
。
 
 
 

こ
の
年
、
熊
野
村
で
は
明
知
方
二
二
町
三
段
余
に
早
稲
と
中
・
晩
稲
を
植
付
け
、
二
二
三
石
余
の
収
穫
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
日
 
 

録
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
稲
が
栽
培
さ
れ
た
水
田
の
等
級
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
石
高
ほ
不
明
で
あ
る
が
、
一
歩
穂
の
量
を
段
当
収
 
 

量
に
換
算
す
る
と
、
最
高
で
早
稲
の
二
石
五
斗
五
升
、
最
低
で
中
・
晩
稲
の
四
斗
五
升
に
当
た
る
。
こ
れ
を
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
 
 

の
地
詰
帳
に
お
け
る
石
盛
と
比
較
す
る
と
、
奉
伺
で
上
上
田
よ
り
七
斗
多
く
、
最
低
で
見
付
下
田
よ
り
一
升
少
な
い
。
延
事
の
地
詰
 
 

節
四
節
 
社
会
生
活
と
農
民
の
生
活
 
 

よ
っ
て
、
米
三
俵
を
贈
ら
れ
て
い
る
綿
。
さ
ら
に
同
年
十
二
月
に
は
、
み
つ
と
同
相
百
姓
理
助
の
娘
し
ょ
う
の
二
人
が
、
孝
子
と
 
 

h
－
へ
・
、
卜
 
 

し
て
海
田
市
御
茶
屋
で
一
一
代
藩
主
長
訓
に
謁
見
を
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
二
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
銭
五
〇
〇
文
を
藩
主
か
ら
 
 

贈
ら
れ
て
い
る
即
。
 
 

二
 
農
民
の
生
活
 
 

稲
作
 
 
農
民
に
と
っ
て
最
大
の
任
務
は
、
年
貢
を
完
納
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
貢
納
入
の
基
礎
と
な
る
稲
作
は
、
農
民
が
一
 
 

番
心
を
つ
か
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
土
地
所
有
に
お
い
て
は
一
か
所
に
田
畑
を
ま
と
め
ず
、
河
川
の
両
岸
・
川
上
と
川
下
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蓑4－4－1鰭野村明知方早・中・晩稲作付段別および収穫量  

作付段別   
早稲  3町6段8畝03歩  （16．5％）   

中稲  10．7．9．24．   （亜．3％）   

晩稲  7．8．7．21．   （35．2％）  

第
四
章
 
近
 
 
 

合計   22．3．5．18．   （100％）  

種別   両  横   一歩穂   有  米   

早稲   3町6段8畝03歩  1升7合   94石2斗8升8合   

3． 0．24．   1． 5．   6． 9． 3． 0．  

3． 3．21．  1． 4．   7． 0． 7． 7．  

中  3． 6．15．   1． 3．   7．l．1． 7． 5  

3． 8．18．   1． 2．   6． 9． 4． 8．  

4． 3．21．  1．1．   7． 2．1． 0． 5  

3． 6．12．   1． 0．   5． 4． 6． 0．  

稲  5． 0．03．  0． 9．   6． 7● 6． 3． 5  

4． 0 12．  0． 8．   4． 8． 4． 8．   

晩   3．1．18．  0． 7．   3． 3．1． 8．  

3．3．24．  0． 6．   3． 0． 4． 2．  

3， 3．12．  0． 5．   2． 5． 0． 5．  

1． 4． 7．18．  0． 4．   8． 8． 5． 6．  

13．1． 0．27．  0． 3．   58． 9． 9． 0， 5   

合計   22． 3． 5．18．  223． 3． 5． 4． 0   

注1一歩穂とは坪刈によって得られた籾の収量のことである。   

2 有米は玄米の見である。概を脱穀すると半分に減量するので、一歩穂と有米  

の関係は次のようになる。  

面杭×一歩穂÷2＝有米  （画料ま歩単位に換算する）   

3 史料「永代日記」の年代は明確ではないが、天保8年と予想される。  

「永代日記」による  
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表4－4¶2 熊野村明知方定物成納入日  

納 入 日   納  入  量   比  率   

早 稲 先 納   75石3斗   54．1％   

9月23日   18． 6．   13．4   

9．28．   23．1．   16．6   

10． 9．   18， 3．   13．1   

10．14．   3．9．1．1．   2．8   

第
四
節
 
社
会
生
活
と
農
民
の
生
活
 
 
 

定物成合計  139石2斗1升1合  

「永代日記」による  

帳
で
は
上
上
田
は
四
段
六
歩
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
石
盛
一
石
八
斗
五
升
以
上
の
収
穫
が
 
 

あ
っ
た
の
は
、
早
稲
・
中
晩
稲
合
せ
て
四
町
六
反
八
畝
二
三
歩
と
な
り
、
面
積
に
し
て
約
一
 
 

一
・
八
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
約
九
〇
年
程
の
間
に
、
農
業
技
術
の
進
歩
と
品
種
改
良
の
成
 
 

果
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
目
録
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
定
物
成
（
年
貢
と
年
貢
の
二
％
に
相
当
す
る
口
米
を
 
 

合
せ
た
も
の
）
は
一
三
九
石
二
斗
一
升
一
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
表
4
－
4
1
2
の
よ
う
に
納
 
 

入
す
る
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
早
稲
先
納
分
（
期
日
不
明
）
は
早
稲
有
米
＝
収
穫
量
の
約
七
 
 

九
・
九
％
を
占
め
て
お
り
、
残
り
を
四
回
に
分
け
て
十
月
十
四
日
ま
で
に
完
納
す
る
予
定
に
 
 

な
っ
て
い
る
。
広
島
藩
で
は
原
則
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
中
に
完
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
 
 

る
の
で
、
こ
の
十
月
十
四
日
は
か
な
り
早
い
期
限
と
い
え
る
。
そ
れ
は
天
保
七
年
以
来
凶
作
 
 

が
続
き
多
数
の
餓
死
者
を
出
す
程
で
あ
っ
た
こ
と
、
藩
財
政
が
窮
乏
し
て
い
た
こ
と
に
原
因
 
 

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

袋
民
は
本
途
物
成
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
の
貢
租
を
負
担
し
た
が
、
広
島
藩
は
 
 

貢
率
が
田
植
時
期
に
決
定
通
知
さ
れ
る
仕
組
み
に
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
年
貢
 
 

率
に
そ
れ
程
の
変
動
は
た
く
、
一
八
世
紀
以
降
は
殆
ん
ど
定
率
で
推
移
し
て
い
た
。
特
に
風
 
 

水
害
や
冷
害
な
ど
で
凶
作
の
場
合
の
み
検
見
に
よ
っ
て
秋
免
に
切
り
換
え
ら
れ
る
が
、
平
年
 
 

作
に
復
す
れ
ば
元
来
の
率
に
戻
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
時
に
は
大
 
 

寸
志
米
 
 

土
免
制
（
春
免
制
）
で
あ
っ
た
の
で
前
年
秋
の
で
き
具
合
に
よ
っ
て
、
今
年
の
年
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可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
熊
野
七
郷
が
上
納
し
た
寸
志
米
は
三
八
俵
で
あ
っ
た
（
表
 
 

4
－
4
3
）
。
安
政
五
年
は
領
内
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
多
く
の
死
者
が
出
て
い
る
の
で
、
労
働
力
不
足
の
た
め
村
々
は
豊
か
で
な
か
 
 

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
広
島
藩
は
莫
大
な
借
金
に
よ
り
藩
財
政
が
逼
迫
し
て
お
り
、
藩
主
帰
国
を
口
実
に
寸
志
米
と
い
う
 
 

形
式
で
、
年
貢
の
追
加
徴
収
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
負
担
は
村
高
に
対
し
て
最
高
が
栃
原
村
の
約
〇
・
五
三
％
、
 
 

最
低
が
川
角
村
の
約
〇
二
八
％
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
負
担
増
加
分
の
み
の
比
率
を
み
る
と
そ
れ
程
に
は
感
じ
な
い
が
、
こ
れ
 
 

を
広
島
城
下
の
米
蔵
へ
納
入
す
る
諸
経
費
を
加
え
れ
ば
、
も
っ
と
大
き
な
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

蓑4，4－3 寸志米上納  

変改6年（1859）  

第
四
季
 
近
 
 
 
世
 
 

熊野相  
川角村  
平谷村  
押込村  
百代村  
栃原村  
焼山村  

村高に対して約0．29％  

〝  0．18〝  

〝  0．35〝  

〝  0．26〝  

〝  0．42〃  

〃  0．53〝  

〝  0．22′ケ  

「永代日記」による  

豊
作
が
お
と
ず
れ
予
想
外
の
余
剰
が
生
じ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
年
は
、
発
 
 

起
人
は
不
明
で
あ
る
が
、
口
実
を
設
け
て
藩
へ
寸
志
米
（
上
納
米
）
を
納
入
し
た
。
そ
の
 
 

古
い
例
と
し
て
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
豊
作
で
あ
っ
た
の
で
、
「
御
殿
様
入
国
の
 
 

祝
儀
」
と
し
て
、
上
納
米
を
願
い
出
て
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る
酵
錆
鞘
陀
誓
そ
の
後
、
 
 

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
は
上
納
米
の
納
入
方
法
を
定
め
、
一
俵
三
斗
一
升
五
合
語
と
 
 

し
、
組
合
村
々
が
ま
と
め
て
納
入
す
る
こ
と
が
布
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
 
 

上
納
米
が
か
な
り
頻
繁
正
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
朋
。
 
 

な
り
た
か
 
 
 

幕
末
期
に
至
り
、
江
戸
に
参
勤
し
た
九
代
藩
主
斉
粛
ほ
帰
国
が
認
め
ら
れ
ず
、
在
江
 
 

－
■
＝
‥
 
 

戸
の
ま
ま
安
政
五
年
（
l
八
五
八
）
四
月
に
隠
退
し
、
一
〇
代
藩
主
慶
俄
に
交
代
し
た
が
、
 
 

ト
・
㍉
∴
L
 
 

同
年
九
月
江
戸
で
病
死
し
、
十
月
に
一
一
代
藩
主
長
訓
が
襲
封
し
、
翌
年
五
月
広
島
へ
 
 

入
っ
た
。
久
し
振
り
の
藩
主
の
帰
国
を
祝
し
、
村
々
か
ら
寸
志
米
上
納
を
願
い
出
て
許
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役
人
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
題
で
、
簡
単
に
解
決
し
な
い
場
合
に
は
割
庄
屋
や
他
村
の
庄
屋
な
ど
第
三
者
に
よ
る
仲
裁
に
よ
っ
て
、
 
 

解
決
が
は
か
ら
れ
た
。
熊
野
村
庄
屋
健
太
郎
の
日
記
摂
の
な
か
に
も
、
水
論
の
た
め
話
し
合
い
に
行
っ
た
と
い
う
記
載
は
多
い
が
、
 
 

ど
の
よ
う
な
内
容
で
ど
う
解
決
し
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

川
角
区
共
有
文
吉
の
な
か
に
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
閏
三
月
の
日
付
で
、
「
熊
野
村
と
新
雀
井
手
水
諭
和
議
内
済
極
メ
書
」
が
あ
 
 

第
四
節
 
社
会
生
活
と
肌
㍍
民
の
生
活
 
 

広
島
藩
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に
つ
い
て
褒
賞
を
繰
り
返
し
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
多
く
の
場
合
は
相
 
 

乗
豊
 役

人
層
が
要
さ
れ
、
褒
奏
と
し
て
郎
郎
現
金
）
を
空
か
ら
賜
わ
っ
て
い
る
。
前
述
の
孝
義
伝
に
記
讐
れ
た
よ
う
な
 
 

例
は
、
本
当
に
数
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

広
島
藩
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月
に
年
貢
納
入
用
の
米
俵
の
仕
立
て
を
堅
固
に
す
る
こ
と
を
布
達
し
、
米
俵
と
サ
ソ
俵
を
入
 
 

念
に
作
り
、
縄
を
五
木
か
け
る
こ
と
に
し
た
。
紀
は
太
い
も
の
を
用
い
、
真
申
の
縄
を
強
く
締
め
て
結
び
、
両
側
の
各
二
本
ザ
つ
は
 
 

も
じ
 
振
り
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
大
坂
ま
で
運
ぶ
う
ち
に
俵
の
形
が
く
ず
れ
た
り
、
米
が
こ
ぼ
れ
て
量
目
不
足
が
生
じ
る
の
を
 
 

防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
閑
暇
齢
佗
近
。
安
政
六
年
（
〓
八
言
九
）
三
月
、
薄
府
は
「
熊
野
村
百
姓
共
」
に
対
し
、
同
三
年
に
納
入
し
た
年
貢
 
 

米
の
俵
形
・
縄
振
り
が
よ
く
で
き
て
い
た
と
し
て
、
銭
七
貫
一
五
二
文
を
褒
美
と
し
て
与
え
る
旨
を
通
達
し
て
き
た
㌫
用
。
四
月
に
 
 

割
庄
屋
を
通
し
て
銀
札
七
一
匁
五
分
二
厘
が
熊
野
村
庄
屋
へ
渡
さ
れ
た
。
こ
の
褒
賞
金
は
割
庄
屋
の
指
導
も
あ
っ
て
、
同
≡
年
の
年
 
 

貢
納
入
老
全
員
へ
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
年
貢
米
一
俵
に
つ
き
一
分
ず
つ
の
割
合
で
、
小
作
人
や
他
村
か
ら
の
入
作
者
に
至
 
 

る
ま
で
配
分
さ
れ
た
朗
。
年
貢
納
入
後
三
年
も
経
過
し
て
か
ら
の
褒
賞
と
い
う
の
も
、
余
り
に
も
間
の
び
を
し
た
感
を
ぬ
ぐ
え
な
い
 
 

が
、
産
米
を
少
し
で
も
高
値
隼
売
り
捌
こ
う
と
す
る
藩
府
の
意
図
を
、
ま
ぎ
ま
ざ
と
感
じ
さ
せ
る
褒
賞
で
あ
っ
た
。
 
 

水
稲
耕
作
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
潅
漑
用
水
の
確
保
は
農
民
の
死
活
に
つ
な
が
る
大
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
潅
漑
用
 
 

水
論
 
 

水
を
め
ぐ
る
紛
争
＝
水
論
は
、
ど
こ
の
村
で
も
発
生
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
水
論
の
解
決
は
村
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熊
野
村
か
ら
川
角
村
を
経
て
流
れ
る
大
川
の
瀬
替
工
事
が
行
わ
れ
た
た
め
、
熊
野
村
の
百
姓
源
兵
衛
の
田
が
川
向
う
に
孤
立
し
、
 
 

新
雀
井
手
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
は
、
近
来
ま
れ
に
み
る
早
魅
に
襲
わ
れ
た
の
で
、
 
 

源
兵
衛
が
新
雀
井
手
の
水
を
自
分
の
田
に
ひ
い
た
た
め
、
川
角
村
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
井
手
か
ら
分
水
し
 
 

あ
て
み
ず
 
 

て
い
る
水
田
が
熊
野
村
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
故
に
源
兵
衛
は
充
水
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
早
魅
の
時
期
で
あ
っ
た
た
 
 

め
に
水
論
に
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。
両
村
の
う
ち
ど
ち
ら
か
ら
訴
え
出
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
た
び
た
び
の
吟
味
が
繰
り
返
さ
 
 

れ
た
結
果
、
万
延
元
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
和
解
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

日
 
新
雀
井
手
の
充
水
は
、
両
村
が
従
来
の
慣
習
に
よ
っ
て
行
う
。
 
 
 

⇔
 
川
角
村
の
充
水
ほ
井
手
を
利
用
す
る
関
係
者
が
相
談
し
て
水
の
配
分
を
行
い
、
各
自
が
勝
手
に
充
水
し
な
い
。
 
 
 

白
 
特
に
ひ
ど
い
早
魅
の
と
き
は
、
関
係
者
全
員
で
早
損
の
兵
合
を
見
分
し
た
う
え
で
、
水
の
配
分
を
相
談
し
決
定
す
る
。
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4
 
 

図
 
れ
る
程
の
、
川
角
村
に
と
っ
て
重
要
な
准
漑
用
水
路
で
あ
 
 
 

っ
た
馴
禦
諸
服
㌍
描
出
甘
 
 

4－† 廿西地区新碓井f  

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
川
角
村
と
熊
野
村
に
よ
る
新
雀
井
 
 

手
を
め
ぐ
る
水
論
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
笹
 
 

井
手
は
熊
野
村
に
堰
を
設
け
て
取
水
し
て
い
る
井
手
で
、
 
 

水
路
は
鮨
野
村
の
中
が
四
町
三
〇
間
（
四
八
六
メ
ー
ト
ル
）
、
 
 

川
角
村
の
中
を
五
町
一
〇
間
（
五
五
八
メ
ー
ト
ル
）
あ
り
、
 
 

川
角
村
を
中
心
に
潅
漑
す
る
水
路
で
あ
る
。
こ
の
新
雀
井
 
 

手
が
破
損
し
た
場
合
に
は
、
郡
夫
の
応
援
が
聞
き
届
け
ら
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輯
 
井
手
の
掘
準
え
な
ど
は
、
従
来
ど
お
り
川
角
村
で
取
り
は
か
ら
う
。
こ
の
と
き
熊
野
村
は
で
き
る
限
り
便
宜
を
与
え
る
。
 
 
 

飼
 
熊
野
村
百
姓
源
兵
衛
の
田
に
ほ
充
水
し
な
い
。
自
分
の
田
に
十
分
水
を
溜
め
て
、
源
兵
衛
の
田
へ
水
を
流
す
よ
う
な
こ
と
を
 
 

し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

問
題
発
生
以
来
八
年
目
に
得
た
結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
割
庄
屋
澤
原
八
左
衛
門
・
賀
茂
郡
滞
口
村
庄
屋
飴
助
こ
田
 
 

代
村
庄
屋
平
三
郎
・
船
越
村
社
倉
役
彦
五
郎
が
苗
代
村
に
関
係
者
を
集
め
、
話
し
合
っ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
和
議
内
済
の
証
文
に
 
 

が
か
 
は
、
熊
野
村
の
井
手
懸
り
百
姓
一
〇
名
と
長
百
姓
l
一
名
が
署
名
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
が
出
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
が
行
 
 

わ
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
源
兵
衛
の
田
は
充
水
さ
れ
な
か
っ
た
。
水
稲
耕
作
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
潅
漑
用
水
を
め
ぐ
る
慣
 
 

行
と
用
水
権
の
強
さ
を
、
今
日
に
伝
え
て
く
れ
る
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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