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∵

十
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県



r

満
地
朱
を
そ
そ
ぎ
た
る
如
し

102

ゆ
れ
る
郡
申

べに

原
野
大
い
に
開
け
､
お
よ
そ
十
万
石
-

ら
ん
と
覚
し
-

､
讐

-

た
る
如
き
田
所
な
り
.

こ
の
節
紅

花盛
り
に
て
､
満
地
-

そ
そ
ぎ
た
る
如
-
､
う
つ
-
し
き
こ
と
何
に
た
と
え
ん
方
な
し
｡
か
よ
う
の
土
地

∴∵は
上
方

董

国

遠

国
に
い
ま
だ
見
当
ら
ず
､
誠
に
勝
れ
た
る
風
土
な
り

(古
川
古
松
軒

『東
遊
雑
記
』
東
洋

文
庫
gs,
平
凡
社
､

元

六
円
)

｡

か
み
警

一
七
八
八

(天
明
八
)
年
六
月

一
六
日

(旧
暦
､
以
下
同
じ
)
､
1
山
か
ら
山
形
に
向
か
っ
て
い
た
地
理
学
者

の
富
川
古
松
軒
は
､
赤
羽
毛
峠

(赤
禿
峠
)
か
ら
-

に
開
け
た
村
山
盆
地
の
志

を
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い

ふ
るか
わ
こ
-
よ
つけ
ん

ぁ
か
は
げ

る
｡

諸
国
の
大
名
領
な
ど
の
実
情
を
視
察
す
る
欝

の
諸
国
巡
見
使

(私
望

見
使
と
も
呼
ば
れ
た
)
に
随
行
し

て
､
福
島
よ
り
米
沢

上

山

ふ

形

姦

庄

左

内
を
巡
り
,
北
奥

･
蝦
夷
地
へ
赴
-
と
い
う
旅
の
途
中
で
あ

っ

し
んじ
ょ
っ

た
｡
古
松
軒
は
続
け
て

｢-

を
み
れ
ば
雅
な
る
大
山
の
並
び
立
て
り
｡
中
に
雪
白
-
積
り
て
な
お
な
お
高
さ
山

みやぴ

は
､
す
な
わ
ち

月

山

苛

｡
そ
の
眺
-

紙
に
尽
-
し
難
し
｣
と
書
い
て
い
る
｡
江
戸
を
発
つ
こ
と
既
に
ひ
と
月

が
っさん

余
り
､
朱
に
輝
-
美
し
美

地
と
夏
な
お
皇

ヨ
を
い
た
だ
-
高
き
月
山
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
､
長
旅
の
古
松
軒

の
心
を
癒
し
､
彼
を
し
て
最
大
級
の
賛
辞
を
書
か
し
め
た
と
い
え
よ
う
｡

ひ
と
月
半
ば
ど
遅
れ
て
､
諸
国
の
幕
府
領
の
実
情
を
視
察
す
る
幕
府
の
御
料
巡
見
使
が
村
山
盆
地
を
訪
れ
た
｡

こ
の
時
､
村
山
郡
幕
府
領
の
村
々
は
巡
見
倭
に
対
し
て
訴
願
を
行

っ
て
い
る
｡
内
事
は
､
連
年
の
天
明
飢
鯉
に
よ

る
農
村
の
疲
弊
を
訴
え
､
①
代
官
所
か
ら
支
給
さ
れ
た

1
七
八
三
年
以
来
の
夫
食
拝
借
米
金
の
返
納
期
間
を
延
長

し
､
五

〇
年
風
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
､
②
村
々
の
飯
米
の
確
保
の
た
め
に
年
貢
米
を
金
納
に
し
､
そ
の
石
代
金
相

やppこ-
･L:.I

場
も
引
き
F
げ
て
ほ
し
い
こ
と

(安
石
代
の
要
求
)
､
で
あ
っ
た

(『北
村
山
郡
史
』
下
巻
)
｡
そ
の
背
景
に
は
'
村

あ
お
そ

お

き

山
郡
が
紅
花
芸

濃
丁
砂
煙
章
な
ど
の
商
品
作
物
の
特
産
地
帯
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
や
､
隣
の
米
沢
領
(
置

･L:ま
賜
郡
)
か
ら
購
入
し
て
い
た
米
が

一
七
五

〇
年
代
以
降
入

っ
て
こ
な
-
な
り
､
米
が
不
足
勝
ち
に
な
っ
て
き
て
い

た
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
｡
飢
鍵
と
も
な
る
と
飯
米
不
足
と
米
価
高
騰
は
深
刻
と
な
り
､
特
に

｢貰
い
喰
い
の
者
｣

と
呼
ば
れ
た
'LL
層
民
に
は
零
落
す
る
者
や
餓
死
す
る
者
も
出
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
既
に
1
七
八
三
年

以
降
､
村
山
郡
の
幕
領
は

｢
五
領
分
｣
(
四
代
官
所

｡
1
頚
所
)
が

一
緒
に
な
っ
て
幕
府
に
対
し
て
安
石
代
を
要

求
す
る
訴
願
運
動
を
継
続
し
て
い
た
｡
ま
た
､
併
行
し
て
村
山
郡
に
あ
る
大
名
領
の
大
庄
屋
と
幕
領
村
々
の
郡
中

ぐ
んち
ゅう
ぎ
じ
ょう

惣
代
と
が
｢
郡

中

議

定

｣

を
結
び
､
村
山
郡
か
ら
他
の
郡
へ
米
を
販
売
す
る
こ
と
や
酒
造
を
禁
止
す
る
こ
と
を

申
し
合
わ
せ
､
郡
車
の
飯
米
を
確
保
す
る
努
力
も
行
わ
れ
て
い
っ
た

(梅
津
保
!
｢羽
州
村
山
郡
に
お
け
る

『郡
中
議

定
』
に
つ
い
て
｣
『山
形
近
代
史
研
究
』
第
-
号
､
i
九
六
七
｡
宮
崎
勝
美

｢天
明
斯
羽
州
村
山
郡
幕
領
の
石
代
納
闘
争
と
惣

代
名
主
制
｣
冒

本
近
世
史
論
韮
』
下
巻
､
吉
川
弘
文
館
､
一
九
八
四
)｡
御
料
巡
見
使
に
対
す
る
訴
願
は
､
幕
府
が

一
七

八
七
年
か
ら
は
安
石
代
は
認
め
な
い
と
す
る
厳
し
い
措
置
を
村
々
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
だ
っ
た
｡

二
組
の
巡
見
使
が
村
山
盆
地
を
訪
れ
た
時
､
郡
坤
は
ゆ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
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皆
済
目
録

現
在
､
山
形
大
学
人
文
学
部
日
本
経
済
史
ゼ
-
ナ
I
ル
で
は
旧
村
山
郡
松
橋
村

(幕
領
､
現
在
の
山
形
県
西
村

か
は
-
ち
ょう
や
ち

山
都
河

北

町

谷

地

)

の
古
文
書
調
査
を
実
施
し
て
い
る
｡
堀
米
四
郎
兵
衛
家
文
書
に
あ
る
松
橋
村
止
組
の

l
七

か
いさ
い

八
三
年
の

｢卯
御
年
貢
皆
済
目
録
｣
に
よ
り
'
こ
の
時
期
の
年
貢
納
入
の
実
態
を
検
討
し
よ
う
｡
ま
ず
､
年
貢
納

ほ
ん
と

入
高
は
村
高
七
三
〇
石
五
斗
二
升
六
合
に
対
し
て
米

7
〇
四
着

一
斗
四
升

(
本

途

斗
立
)

･
永
七
薯
六

山
九
文
六

分
五
厘

(小
物
成

｡
渚
懸
か
り
)
に
決
ま

っ
た
｡
こ
れ
は
､
平
年
の
半
分
強
と
い
う
低
額
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
米

え
だ
い
ま
い

高
で
表
示
さ
れ
た
本
途
斗
立
の
う
ち
､
実
際
に
米
で
納
め
ら
れ
た
の
は
三
斗
八
升
六
合
五
勺

(荏
代
米
､
本
途
斗

立
の
三

･
七
%
)
に
す
ぎ
ず
'
残
り
の
内
へ
三
七
石
六
斗
五
升
八
台
は
夫
食
賃
と
し
て
松
橋
村
上
組
に
貸
し
付
け

ふ
じ
ゆ
く

る
措
置
が
と
ら
れ
､
六
六
石
九
升
五
台
五
勺

(本
途
斗
立
の
六
三

･
五
%
)
は
定
石
代

･
不

熟

石

代
と
し
て
金
納

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
O
そ
し
て
金
納
の
内
､
定
石
代

(金
納
高
の
二
九

･
九
%
)
の
石
代
金
相
場
は
金

一
両
に

つ
き

一
石
五
斗
三
升
五
台
､
不
熟
石
代

(金
納
高
の
七

〇
二

%
)
の
そ
れ
は

1
石
六
斗
六
升
五
台
に
決
ま

っ
た
｡

1
七
三
五

(享
保
二
〇
)
年
に
決
定
さ
れ
た
石
代
値
段
の
決
定
方
式

(羽
州
五
ヶ
所
の
上
米
値
段
平
均
相
場
の
三

斗
高
)
で
こ
の
年
の
定
式
値
段
を
算
出
す
る
と
六
斗
三
升
六
合
四
斗
八
勺
で
あ
り
､
こ
れ
を

一
〇
〇
と
す
る
と
､

そ
れ
ぞ
れ
四

一
〇
四
､
三
八

二
二
に
当
た
る
｡
す
な
わ
ち
､
大
幅
な
安
石
代
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
り
､
こ
の
年

か
ら
開
始
さ
れ
た

｢
五
領
分
｣

一
統
の
訴
願
運
動
の
成
果
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
最
終
的
な

年
貢
納
入
高
は
､
米
三
斗
八
升
六
合
五
勺

･
,水
四
八
貫
二
九

一
文
八
分
五
厘
と
な
り
､
ほ
ぼ
皆
金
納
と
な

っ
た
O

次
に
年
責
を
い
つ
完
納

(皆
済
)
し
て
い
る
か
に
注
目
す
る
と
､
こ
の
年
は
翌

一
七
八
四
年
の

〓

7月
で
あ

っ

104

た
｡
代
官
が
松
橋
村
上
組
に
対
し
て
各
年
の
年
貢
皆
済
日
録
を
い
つ
発
行
し
て
い
る
か
を
通
覧
す
る
と
､

完

世

壁

剛
半
期
は
ほ
ぼ
翌
年
の
四
去

月
で
あ

っ
た
の
が
､

六

世
紀
後
半
期
に
は
翌
年
の
六
～

二

万

に
ば
ら

つ
く

よ
う
に
な
り
二

八
世
紀
末
～

完

世
紀
初
頭
に
は
翌
年
の

=

-
三

EE:に
ほ
ぼ
固
定
す
る
｡
そ
し
て
､

完

世
紀
初
頭
以
降
は
や
や
持
ち
-

､
翌
年
の
六
～
七
月
に
発
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
警

か
ら
､
特
に

六

世
紀
半
ば
-

完

世
紀
初
頭
に
お
い
て
村
山
郡
の
百
姓
た
ち
が
年
貢
皆
済
に
苦
し
ん
で
い
た
こ

と
が
窺
え
る
と
い
え
る

(松
橋
村
の
年
貢
に
つ
い
て
は
､
石
垣
警

･
岩
警

苧

前
田
美
雪

｢羽
州
村
山
地
方
に
お
け
る

年
貢
収
奪
の
動
向
｣
『山
形
近
代
史
研
究
』
第
10
号
､

完

九
四
)

0

紅
花
の
地
位

む
ら
い

｢
微
量
可
笑
記
｣
(山
形
十

日
町
商
人

露

層
新
七
郎
筆
､

六

三
七
年
成
立
)
に
よ
れ
ば
､
｢
羽
州
に
て
紅
花

ぅ
ゎ
の

う
わ
た
いら

(後
明
カ
)

(松
沢
カ
)

(空

菅

嘉

｣
は

｢
山
形
よ
り
宝
沢

孟

湯

上
野上
平
､
五

め

う

辺
よ
り
長
崎

･
谷
讐

小

松

沢

･
長
ど
ろ

,

此
外
天
蓋

辺
｣
と
あ
る

(『山
形
県
史
』
資
料
-

八
)
｡
良
質
の
紅
花
産
地
が
村
山
盆
地
の
中
央
部
の
肥
沃
な
乎

地
帯
お
よ
び
東
南
部
を
は
じ
め
周
囲
の
山
間

｡
山
鹿
地
帯
に
ひ
ろ
-
分
布
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
う
し
た
主
産
地
帯
で
は
紅
花
の
作
付
率
が
畑
地
面
積
の
三
〇
～
五
〇
%
に
の
ぼ
る
村
々
も
あ

っ
た
｡

紅
花

這

歩
の
収
益
は
お
よ
そ
稲
作
三
反
歩
の
収
益
に
匹
敵
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
六

四
七
年
の

相
場
比
較
､
『山
形
県
史
』
農
業
篇
中
)､
紅
花
は
高
収
益
性
を
も

つ
商
品
作
物
で
あ

っ
た
｡

そ
の
た
め
,
他
の
畑
作

物
を
や
め
て
紅
花
に
切
り
替
え
た
り
､
指
を
欄
に
し
て
紅
花
を
生
産
す
る
な
ど
の
努
力
も
み
ら
れ
た
が
､
個
別
経
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図
1

羽
州
村
山
地
方
関
係
図

106

宮
に
お
け
る
紅
花
栽
培
面
積
の
拡
大
に
は

i
定
の
限
界
点
が
あ

っ
た
｡
そ
の
理
由
と
し
て
､
収
穫

(花
摘
み
)
の

集
中
す
る
時
期
が
稲
作
の
除
草
期
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
､
紅
花
は
豊
凶
の
差
が
著
し
-
経
営
に
と

っ
て
リ
ス
ク
の
大

き
な
商
品
作
物
で
あ
る
こ
と
P
紅
花
は
同

一
の
畑
地
で
の
連
作
が
難
し
い
こ
と
､
荏
粕

･
米
糠
な
ど
の
金
肥

(購

入
肥
料
)
の
投
下
も
必
要
で
あ
り

一
定
の
資
金
力
を
要
し
た
こ
と
､
な
ど
を
指
摘
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
近
世
後

期
に
お
け
る
紅
花
の
作
付
比
率
は
概
算
に
よ
れ
ば
村
山
郡
の
畑
地
総
面
積
の
八
～
叫
〇
%
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
0

な
hソ.たち

そ
れ
で
も
こ
の
作
付
比
率
は
､
元
来
､
百
姓
成

立

の
た
め
に
畑
地
で
は
大
小
亨

大

根
･隼
華

･
葱

･
菜

･
麦

･

粟

｡
稗

墓

差

違

芋
な
ど
の
自
給
用
の
雑
穀
や
野
菜
の
多
品
種
栽
培
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
や
,
酸
性
度
の
強
い

土
壌
で
あ
る
東
部
山
麓
の
扇
状
地
帯

(東
根
か
ら
関
山
周
辺
)
は
煙
草
p
西
部
の
白
鷹
丘
陵
地
帯
は
青
字
の
特
産

地
と
し
て
発
展
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
､
か
な
り
高
い
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こん
た

今

田

信

義

の
名
著

『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』
(井
望

居

､
完

七
三
)
は
､
村
山
郡
が
紅
花
生
産
地
帯
と
し

て
発
展
し
た
要
因
に
つ
い
て
､
①
最
上
川
の
本
支
流
が
培

っ
た
肥
沃
な
土
壌
と
盆
地
性
の
気
象
条
件
が
紅
花
栽
培

に
適
合
的
で
あ

っ
た
こ
と
､
②
幕
府
領
や
大
名
領
が
多
数
入
り
組
む
村
山
郡
の
特
殊
な
支
配
形
態
が
､
紅
花
の
生

産
や
流
通
に
対
す
る
領
主
統
制

(課
税
や
専
売
制
な
ど
)
を
L
に
-
-
し
て
い
た
こ
と
,
③

二
<

甘鼻

率
で
あ
っ

た
米
年
貢
の
負
担
に
耐
え
る
た
め
に
､
百
姓
が
紅
花
を
は
じ
め
と
す
る
高
収
益
性
の
畑
作
商
品
作
物
栽
培
に
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
､
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
｡
と
-
に
､
③
に
つ
い
て
は
､
近
世
初
期
の
村
山
郡

の
石
高
付
け
が
実
収
警

向
よ
り
も
か
な
り
高
-
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
歴
史
的
な
前
提
と
し
て
あ

っ
た
｡
｢
紅

花

責

の
助
成
を
以
､
是
遷
御
年
貫
滞
り
な
-
御
上
納
仕
来
た
り
,
百
姓
渡
世
相
送
り
申
し
候
｣
(『東
村
山
郡
史
』

巻
之
三
)

と
し
ば
し
ば
書
か
れ
た
が
､
村
山
郡
の
早
く
か
ら
の
紅
花
生
産
地
帯
と
し
て
の
発
達
の
背
景
と
し
て
､

地
域
に
お
け
る
年
貢
負
担
能
力
の
育
成
の
課
題
が
あ

っ
た
こ
と
は
よ
-
み
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
0

さ
て
､
村
山
郡
か
ら
主
と
し
て
京
都
に
出
荷
さ
れ
た
紅
花
の
代
金
は
､
そ
の
年
の

1
0
⊥

二
月

(遅
-
と
も

翌
年
三
月
迄
)
に
決
済
さ
れ
回
収
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
京
都
紅
花
問
屋
に
よ
る
紅
花
の
買
い
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叩
き
や
代
金
不
払
い

･
支
払
の
遅
延
が
目
立

つ
よ
う
に
な
り
､
年
内
の
決
済
は
も
ち
ろ
ん
'
翌
年
の
夏
の
時
点
で

081

も
代
金
を
回
収
で
き
な
い
事
態
も
発
生
し
て
い
っ
た
.
こ
の
た
め
'

1
七
三

〇
年
代
以
降
に
村
山
郡
の
紅
花
生
産

者
た
ち
は
京
都
紅
花
問
屋
株
の
廃
止
を
ふ
-
む
紅
花
流
通
機
構
改
革
運
動
を
粘
り
強
-
行

っ
て
い
-

松
橋
村
上
組
の
年
貢
皆
済
目
録
の
分
析
で
み
た
よ
う
に
'

山
八
世
紀
半
ば
以
降
に
お
け
る
年
貢
皆

的
な
遅
延
の
動
向
は
､
こ
う
し
た
流
通
上
の
原
因
も
大
き
な
背
景
と
な

っ
て
い
た
と
い
え
る
｡

こ
の
よ
う
な
様
々
な
緊
張
の
中
に
､
村
山
郡
の
百
姓
た
ち
は
い
た
｡
古
川
古
松
軒
が

｢
満
地
朱
を
そ
そ
ぎ
た
る

如
し
｣
と
絶
賛
し
た
紅
花
の
輝
き
は
､
百
姓
た
ち
に
と

っ
て
は
命
の
輝
き
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

2

花

サ
ン
ベ

｡
日
雇

｡
田
崖

高
楯
の
田
屋

く
ぬ
ぎ
さ
わ

そ
り

だ

た
轟

の

ひ
ら

.t
九
九

〇
年
の
早
春
､
私
は
山
形
市
街
か
ら
西

へ
ま

っ
す
ぐ
道
を
辿

っ
た
｡
椙

沢

･

反

田

･

滝

ノ

平

を

通
り
､

白
鷹
丘
陵
北
部
の
斜
面
を
登
る
｡
玉
虫
湖
畔

(山
辺
自
然
休
養
村
)
で
休
憩
し
て
か
ら
峠
を
二

つ
越
え
て
め
ざ
す

お
お
わ
ら
び

大

蕨

(

東
村
山
郡
山
辺
町
大
字
大
威
)

へ
入

っ
た
｡
在
方
の
紅
花
商
人
と
し
て
名
高
か

っ
た
稲
村
七
郎
左
衛
門

家
を
訪
れ
る
た
め
で
あ
る
｡
高
い
石
垣
を
め
ぐ
ら
し
門
構
え
に
な
お
豪
家
を
偲
ば
せ
る
稲
村
家
は
､
山
間
の
地
に

あ

っ
Iu
O

∧
lt相
和
家
は
近
世
初
期
に
庄
内
鳥
梅
山
幾
か
ら

7
族
で
i<
藤
村
に
移
住
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
o
元
禄
期
頓
か
ら

商
業
経
常
を
展
開
し
､
主
に
来

由
雑
穀
お
よ
び
白
鷹
丘
陵
の
特
産
物

で
あ
る
背
苧

｡
漆

･
臆
の
集
荷
と
上
方

へ
の

蟹

宗

経
営
拡
大
の
条
件
と
な
っ

た
｡
さ
ら
に
紅
花
に
手
を
染
め
て
い
-
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
は
､
今
の
と
こ

ろ
享
保
期
か
ら
で
､
紅
花
と
烹

丁
義

な
ど
の
特
産
物
を
主
軸
に

六

世
紀
後
半
期
に
経
営
の
最
盛
期
を
迎
え
る
｡

稲
村
家
の
紅
花
な
ど
の
集
荷

品

荷
体
制
に
は
二

つ
の
柱
が
あ

っ
た
｡

7
つ
は
山
形
城
下
町
や
在
郷
の
仲
買
人

た
ち
で
あ
り
､
稲
村
家
は
彼
ら
に
仕
入
前
金
を
貸
し
あ
た
え
て
各
地
域
の
紅
花
の
集
荷
に
あ
た
ら
せ
た
｡
と
く
に
､

近
江
日
野
商
人
の
出
で
あ
る
山
形
十
日
町
商
人
相
思
清
七
家
は
稲
村
家
と
姻
戚
関
係
を
結
び
,

7
<
世
紀
末

に

は
稲
村
家
よ
り
毎
竺

0
0
0
主

0
0
0
両
の
資
金
を
受
け
て
紅
花

毒

苧

鹿
な
ど
の
集
荷
と
上
方

へ
の
販

売
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

｡

た
･･3.

二
つ
は
田
屋

(他
屋

長

屋
と
皇

-

)
で
あ
る
｡
稲
村
家
は
元
禄
期
頃
か
ら
土
地
集
積
を
は
じ
め
,

7
<
二

0

(文
政
三
)
年
の
段
階
で
村
内
外
で
合
計
四
二
六
石
余
の
土
地
を
所
持
す
る
地
主
に
成
長
し
て
い
-
｡
田
屋
と

は
小
作
地

の
管

理
や
立
附
米

(小
作
地
の
年
貢
米
+
地
主
の
所
得
と
な
る
小
作
料
)
の
徴
収

･
保
管
を
行
う
管
理

人

の
家
の
こ
と
で
あ
る
｡
稲
村
家
の
団
屋
に
つ
い
て
は
従
来
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
が
､
高
栃
村

た
か
だ
て

や
長
崎
村
な
ど
に
置
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
高
楯
村
は
大
蔵
村
か
ら
丘
陵
を
下

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
近
隣
の

村
で
p
早
-
か
ら
稲
村
家
が
土
地
集
積
を
行
い
村
山
盆
地
の
平
野
部

へ
の
進
出
の
拠
点
と
な

っ
た
o
田
屋
守
に
は

稲
相

姦

の
元
家
来
筋
と
い
っ
た
関
係
の
深
い
者
が
な
り
P
稲
村
家
か
ら
揖
屋
屋
敷

(本
屋

遠

敷
蔵

･
荷
倉
か

や
ま
の
ペ

ら
な
る
)

へ
の
住
居
を
許
さ
れ
､
高
楯
-

山

辺

方

面
の
小
作
地
管
理
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
｡
ま

た

､
相
当
の
土
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地
を
任
さ
れ
､
下
人
を
抱
え
て
手
作
り
経
営
も
行
う
存
在
で
あ
っ
た
｡

妄

九
四

(寛
政
六
)
年
に
高
楯
田
屋
が

-

徴
収
し
た
立
附
米
は
六
=

俵
余

(う
ち
手
作
り

=

○
俵
余
)
に
の
ぼ
っ
て
い
る

(山
形
大
学
附
属
博
物
慧

稲
村
家
文
書
)
0

鄭
撃

文
庫

(故
今
告

云

資
料
､
河
北
町
立
中
央
図
書
館
威
)
に
は
､
こ
の
高
楯
田
屋
が
紅
花
の
集
荷

.
完

へ
の
聖

｡
出
荷
の
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
を
示
す
-

-

文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

六

〇
〇
(寛
政

二

〇

年
の

｢八二
紅
花
御
仕
入
目
録
｣
で
あ
る
｡
当
時
､
崖

守
で
あ
っ
た
稲
村
喜
七
が
稲
村
七
郎
左
衛
門
へ
提

出
し
た
紅
花
関
係
の
箪

報
告
で
あ
る
｡
そ
の
内
容
-

1
に
示
そ
う
｡
ま
ず
,
-

(摘
ん
だ
花
弁
)
の
薫

に
つ
い
て
み
る
と
､
萱

は
花
サ
ン
ベ

(村
々
の
紅
花
生
-

を
廻
る
集
荷
人
)
に
周
辺
村
々
か
ら
生
花

三

〇

三
莞

一
〇
匁
を
集
荷
さ
せ
購
入
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
､
自
己
の
手
作
り
の
生
花
七

〇
苧

1
0
匁
を
足
し
て
合

計

1
三
七
買

一
二
〇
匁

(代
金
は
金

壱

四
両
三
分
と
銭
三

重

三

文
)
の
生
花
を
警

て
い
る
の
で
あ
る
｡

掛
り
物
と
し
て
計
上
さ
れ
た
項
目
に
,
花
サ
ン
ベ
の
文
吉

-

撃

冶
兵
衛

･
甚
内
の
名
が
見
え
て
お
り
'
書

かか

か
いこう
せ
ん

七
か
ら
買
口
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

干
花

干
花
の
製
法
は
､
ま
ず
生
花
を
大
恩
に
入
れ
水
を
加
え
て
よ
-
踏
み
,
さ
ら
に
讐

入
れ
て
洗
い

(花
振
り
､

は
しば
な

たら
い

三
度
ほ
ど
練
り
苧

)
､
莞

(黄
色
の
雑
汁
)
を
出
す
｡
そ
し
て
､
底
に
-

敷
い
た
花
蒸
龍
に
花
を
警

並

き
卜しる

べ
p
時
々
寧

盲

な
が
ら
日
陰
で
二
-

百
寝
か
せ
る

(花
寝
せ
)o
寝
か
せ
た
花
を
恩
に
入
れ
へ
踏
ん
だ
り
操

衷
-

へ
こ
最
上
高
嶺
稲
村
薯
七

･
紅
花
仕
入
f3E
録

(
i
八

〇
〇
年
)

項 目 金 額 】 内 容

生花 代

貿 花 ∈ 166雫32# 8%821笠) 誓 最 2oR3讐461洗 口に臥 )

手 花 7?& 2蓬 ) 望 月 217FI?T 61箭 F.=摘 入)

〆 174巧晋 22文) 】374貿120匁

掛 り 物 480文 文吉買算適イ
14賀364文 進数2052枚仕二賢塔寺返 し
2歩2朱 文吉方へ賢cl銭

2讐妄 言42緩 琵裏窓 学芸雷 禁 石岡断 ≦l~賢400文 女共 日雇代1.4人分350文 彦兵衛方 ′＼酒代払
937文 孫太郎方へ右同断

i.貰 文 門太郎方-そば切代
260文 故紙 2枚 珊代1貰 320文 間之助 日雇11日分
2歩 弥四郎 日雇17日分
2歩 与助右同断19日分

2賞 170文 仁ノJL 15日半l賓 560文 おきよ日雇 (?R分)
2()0文 彦兵衛娘 日雇 (7 日分)
360文 七兵衛-酒代 そば切之節

5貿554文 千 日]乗せん
2質 800文 柴代

585文 ふ ご代
500文 はでふ り 1ツ
330文 てん ひん 3本

1貰900文 は人.ぎ り 2ツ
1両 3歩 .2ー賢100文 花延700枚

200文 彦兵衛 へ干場礼
300文 作左衛門-小屋干.切札
100文 甚三郎 .六兵衛へ礼
850文 らうそ く代
380文 縄代 .店か りか き

1貫400文 若衆 -酒代
200文 袋語 ノ節酒代
416文 荷造16枚
192文 同こも32枚
80文 衛符16枚
70文 袋継 い と代

1両 1歩 .600文 袋数243代
80文 荷造 す り縄160尋

400文 荷縄600尋
60文 荷造酒代

640文 荷遵 日用
480文 丹町迄 4駄駄賃

〆 4賞 文 大石 tfJ迄付せん

1賞 60文 御役銀4駄分
2歩 日雇淑飯米代

525& 18要)

二 日 〆金 こ 83貰去68漂 )

寛
政
十
二
年

隻

紅
花
御
仕
入
目
録
｣
(河
北
町
立
中
央
組
嘗
館
蔵
)
よ
り
作
成
O
今
田
前
掲
寧

lヒ
六
畠
の
図
吾

郎
補
訂
o
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ん
だ
り
､
臼
で
つ
い
た
り
し
て
餅
状
に
す
る
｡
餅
を
ち
ぎ
っ
て
団
子
状
に
し
延
に
遊
べ
る
｡
そ
の
上
か
ら
蓮
を
か

朋

ぶ
せ
､
上
か
ら
踏
み
つ
け
煎
餅
状
に
す
る
｡
上
の
産
を
と
っ
て
天
日
で
干
し
､

小
目
三
回
ぐ
ら
い
裏
返
し
に
す
各

と
干
花
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る

(花
餅

｡
紅
餅
と
も
い
う
)
｡
荷
造
り
の
方
法
は
､
五
〇
〇
匁
分
の
干
花
を

l

袋
に
入
れ
､

1
六
袋

(
-
八
貫
目
)
を
ま
と
め

l
固

(丸
)
に
造
り
､
四
国

(=
三
二
貫
目
)
を
ま
と
め

1
駄
に

造
る
と
い
う
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た

(片
馬
は
二
固
と
な
る
)0

さ
て
､
表

Ⅰ
の
掛
り
物
を
通
覧
す
る
と
､
花
道

｡
は
ん
ぎ
り

(大
鹿
)
な
ど
の
干
花
製
造
の
道
具
代
､
小
屋
を

干
場
に
借
り
た
こ
と
に
対
す
る
礼
金

(-
彦
兵
衛

甘
作
左
衛
門

｡
甚
三
郎

･
六
兵
衛
)
'
袋

･
袋
継
糸

･
荷
造

･

荷
菰

ゆ
縄

や
衛
符

(荷
札
)
な
ど
の
荷
造
り
道
具
代
､
日
雇
賃
､
飲
食
経
費

(飯
米
代

･
酒
代

･
蕎
麦
切
り
代
)

な
ど
､
と
い
っ
た
干
花
加
工

℡
荷
造
り
の
労
働
過
程
に
お
け
る
諸
経
費
の
実
態
が
あ
き
b
か
と
な
り
興
味
深
い
.

花
サ
ン
ベ
を
通
じ
た
生
花
の
集
荷
は
五
月
二
二
目

上
ハ
月
六
日
に
集
中
し
て
お
り
､
直
ち
に
千
花
加
工
に
取
り
か

か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
､
大
壷
の
日
雇

(労
働
日
数
が
不
明
な
お
き
よ
･
彦
兵
衛
娘
に
つ
い
て
も
日
雇
質
高
か

ら
推
計
す
る
と
､
の
べ
一
〇
〇
人
余
)
の
雇
用
や
干
場
の
借
用
､
膨
大
な
諸
道
貝

(例
え
ば
進
数
は
総
計
二
七
六

八
枚
)
の
準
備
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
O
普
通
､
干
し
り
率

(生
花
壷
に
対
す
る
干
花
量
の
比
率
)
は
七

～

･i〇
%
と
い
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
九

や
三
%
余
の
干
上
り
率
で
四
駄

(干
花

一
二
八
貫
目
相
当

､

一
七
袋
<
り

二

九

二

六
袋
入
り
五
九
)
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

ま
た
､
荷
出
し
に
つ
い
て
の
経
費

(運
賃
◎

出
荷
役
銀
)
も
計
上
さ
れ
て
い
る
｡
高
楯
田
崖
は
白
鷹
丘
陵
北
部

ふな
まち
か
し

す
か
わ

か
ら
船
耶
河
岸

ハ山
形
市
船
町
)
へ
の
交
通
の

要
所
に
あ
っ
た
｡
高
楯
田
屋
か
ら
須
川
沿
岸
の
船
町
ま
で
馬
の
背

で
駄
送
さ
れ
ー
さ
ら
に
船
町
か
ら
i<
石
EE
ま
で
送
ら
れ
た
こ
と
が
あ
さ
ら
か
で
あ
る
｡

貰
檎
み

高
楯
揖
屋
の
事
例
か
ら
は
花
摘
み
に
お
け
る
労
働
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
の
､で
､
最
上
川
と
寒
河
江
川
の
合
流

さ
か
え

みぞ
の
へ

域
に
位
置
す
る
溝
延
村

(河
北
町
構
延
)
の
事
例
を
み
よ
う
｡
こ
の
村
は
紅
花
の
主
産
地
に
位
置
し
,
同
村
南
組

の
清
野
家
に
幕
末
-
明
治
期
の
花
摘
み
の
実
警

あ
き

宗

に
す
る

｢紅
花
日
記
帳
｣
が
残
さ
れ
て
い
る
.

1
<

六
六

(慶
応
1
1.)
年
の
帳
面
を
み
る
と

(『山
形
県
史
』
資
料
篇
十
八
)
､
こ
の
年
は
六
月

≡

～
二
八
日
の

二
ハ
日

間
に
集
中
し
て
花
摘
み
を
し
て
い
る
｡
摘
ん
だ
生
花
の
合
計
は
三
二
貫
二
四
〇
日
で
あ
っ
た

(明
治
初
年
の
反
当

収
量
は
生
花
三
〇
胃

ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
､
こ
れ
に
よ
｡
推
計
す
る
と
紅
花
作
付
面
積
は
お
よ
そ

1

反

義

歩
ほ
ど
と
な
る
)
O
花
摘
み
の
ピ
ー
ク
は
摘
ん
だ
生
花
の

古

の
量
が
三
貫
目
を
こ
え
た
六
月

〓
ハ
～
7

八
日
で
p
特
に

右

目
は
五
貫
九
九
〇
日
に
達
し
て
い
る
｡
花
摘
み
は
家
族

墓

公
人
に
よ
り
行
わ
れ
た
が
､
ピ
ー

ち
ん
つみ

ク
を
迎
え
た
三
日
間
に
つ
い
て
は

｢賃
摘
｣
も
讐

て
い
る
｡

=
ハ
日
は
二
人

(お
う

･
団
助
女
房
)
､

右

目

も
二
人

(団
助
女
房

･
JJ
な
り
留
七
)
､

1
1
日
は

7
1

(団
助
女
房
)
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

こ
の
三
名

へ
の
賃

銭
は
摘
ん
だ
義

登

呂
○
目
に
つ
い
て
銭
六
〇
文
ず
つ
の
比
率
で
支
払
わ
れ
､
と
な
り
留
七
へ
は
二
〇
四
文

･

●
●

団
助
女
房
へ
は

表

志

文
が
支
払
わ
れ
た
｡
お
う
は
…

六
文
で
あ
っ
た
が
､
銭
で
は
な
-
米
二
升
が
渡
さ
れ
､

米
の
代
金
三
六
〇
文
と
差
引
勘
定
さ
れ
た
こ
と
が
帳
面
よ
り
あ
さ
ら
か
と
な
る
｡
清
野
家
で
は
摘
み
終
え
た
生
花

か
ら
干
花
合
計
三
軍

ハ
0
0
日
を
作
り
､
花
宿
伊
八
を
通
じ
て
天
豪
宿
新
六
の
手
先
で
あ
る
佐
七
に
売
り
渡
し
､
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八
月
四
日
に
金
九
両

一
分
二
束
と
銭
四

〇
文
を
取
得
し
て
い
る
｡

山
八
六

1

(文
久
元
)
年

I
l
八
七
二

(明
治

lr:

義
)
年
の
各
帳
面
に
記
載
さ
れ
た
干
花
の
売
り
先
を
み
る
と
'
谷
地
荒

町

源
蔵

･
谷
地
荒
町

山
木

･
天
童
田
町
桝

屋

･
山
形
丸
谷
な
ど
で
あ
る
｡
山
形
城
下
町
商
人
よ
り
も
､
溝
延
村
に
近
い
谷
地
や
天
童
と
い
っ
た
在
町

･
宿
の

商
人

へ
干
花
を
売
却
し
て
い
る
の
が
目
立

つ
の
で
あ
る
｡

一
般
に
紅
花
生
産
地
葦
の
農
村
に
お
け
る
雇
用
労
働
の
編
成
は

山
八
世
紀
半
ば
頃
よ
り
見
ら
れ
て
く
る
｡
ま
た
､

そ
う
し
た
労
働
編
成
が
花
摘
み
1
干
花
加
工
を

一
貫
し
て
自
前
で
や
る
こ
と
を
可
能
に
し
､
山
形
城
下
町
以
外
の

在
方
に
お
け
る
干
花
加
工
の
進
展

｡
干
花
市
場
の
形
成
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
｡
普
通
'
上
層
農
で

!

反
二

～
五
畝
歩

｡
小
前
層
で
五

～
六
畝
歩
位
と
い
う
紅
花
の
作
付
規
模
に
規
定
さ
れ
て
､

一
般
に
は
個
別
の
紅
花

手
作
り
経
営
に
お
け
る
旦
屡
の
雇
用
規
模
は
清
野
家
の
場
合
の
よ
う
に
小
規
模
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(渡
辺
信
夫

｢商
業
的
農
業
に
お
け
る
雇
傭
労
働
｣
『封
建
社
会
解
体
期
の
雇
傭
労
働
』
青
木
書
店
､

!
九
六

1
､
な
ど
)

｡
こ

の
点
か
ら
す
れ
ば
先
の
稲
村
家
の
高
楯
団
屋
の
事
例
は
'
手
作
り
経
常
と
は
別
の
大
規
模
な
生
花
集
荷
-
千
花
加

工
経
営
の
労
働
編
成
の
実
態
を
示
す
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
高
楯
田
屋
に
雇
わ
れ
た
者
た
ち
に
つ
い
て
さ
ら

に
分
析
す
る
と
､
日
雇
の
う
ち
少
な
-
と
も
弥
四
郎

｡
与
助

･
彦
兵
衛
娘
は
稲
村
家
の
小
作
人
で
あ
る
｡
ま
た
､

丁
場
を
提
供
し
た
Fq
名
す
べ
て
､
お
よ
び
花
サ
ン
ベ
の
甚
内
も
小
作
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

(稲
村
家
文

書
)｡
高
締
出
屋
が
地
主

◎
小
作
関
係
を
軸
に
生
花
の
集
荷

〇
千
花
加
工
の
労
働
編
成
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
｡

困
窮
百
姓

争
子
女
に
と
っ
て
は
へ
摘
み
賃
や
干
花

･
荷
造
り
の
日
雇
賃
は
年
貢

申
立
附
米
の
納
入
や
飯
米
購
入

な
ど
の
生
活
の
た
め
の
糞
重
な
収
入
と
な
っ
た
｡

花
摘
み

･
千
花
加
工
の
過
程
は
､
現
在
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
0

7
九
九
二
年
七
月
下
旬
の
早
朝
､
ゼ
ミ

つた

ナ
ー
ル
で
高
瀬
の
蔦
の
木

(山
形
市
上
東
山
)
の
紅
花

畑
を
訪
れ
た
｡
こ
の
地
域
で
毎
年
行

っ
て
い
る

｢紅
花

ま
つ
り
｣
の
後
で
あ
っ
た
が
､
開
花
が
遅
れ
た
こ
と
も

ぁ

っ
て
紅
花
は
ま
さ
滋
摘
み
時
で
あ
っ
た
｡
紅
花
を
栽

培
し
て
い
る
海
谷
さ
ん
に
､
花
弁
の
根
元
近
く
の
紅
色

●
●

の
部
分
を
残
さ
ず
に
摘
む
と
い
う
花
摘
み
の
こ
つ
や
花

餅
の
作
り
方
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
｡
先
に
述

べ
た
江
戸
時
代
の
干
花
製
法
の
う
ち
'
黄
気
を
出
す
作

業
や
節
状
に
す
る
作
業
が
機
械
化
さ
れ
て
い
る
な
ど
の

違
い
は
あ
る
が
､
そ
の
他
に
は
変
更
が
な
い
,
ま
さ
に

手
仕
事
で
あ
る
｡
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3

北
廻
り

紅
花
選
手
板

ほ
そ

写
裏
-
は
二

八
二
七

(文
政

l
O
)
年
に
谷
地
の

細

や矢
与
左
衛
門
が
差
し
出
し
た

｢紅
花
荷
物
送
り
手
板
｣
で

あ
る
｡
紅
花
選
手
板
と
は
､
紅
花
の
荷
送
り
状
の
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の
手
板
は
干
花

1
八
袋
入
り

1
九

･
二
〇
袋
入

り

一
丸
を
京
都
の
紅
花
問
屋
伊
勢
屋
理
右
衛
門
ま
で
送
る

た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
'
大
石
田
か
ら
先
の
運
賃
と

し
て
金
二
分
が
添
え
ら
れ
'
ま
た
発
送
許
可
証
で
あ
る
出

判
状
が

1
緒
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
文
面
か
ら
わ
か

る
｡
｢駄
賃
之
儀

ハ
右
添
金
之
内
よ
り
御
引
取
り
成
さ
る

べ
く
候
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
中
継
地
の
荷
宿

･
荷
問
屋
た

ち
は
添
金
か
ら
運
賃
を
差
し
引
き
､
次
の
地
に
送
る
の
で

あ
る
｡
も
し
添
金
が
実
際
に
か
か
っ
た
運
賃
よ
り
最
終
的

116

に
不
足
し
た
場
合
に
は
､
伊
勢
屋
理
右
篠
門
か
ら
支
払
-
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

L
-i_)
ら

文
面
か
ら
P
大
石
田

め
設
楽
治
郎
右
循
門
1
-
酒
EET
越
後
屋
長
治
部
-

敦
賀
･

甜
傑
孫
看
衛
門

-

塩
津

｡

仲
村
佐
着
荷
門
-

大
津

や
川
口
弥
頑

-
涼
都

e
伊
勢
屋
埋
右
衛
門
の
ル
-
卜
で
紅
花
二
九
が
送
ら
れ
た
こ
と

が

あ
さ

ら

か

で

あ
る
O
こ
の
ル
ー
-
は

｢北
国
適
｣
な
い
し

｢北
廻
り
｣
と
呼
ば
れ
､
紅
花
を
上
方
へ
運
送
す
る

場
合
に
最
も
多
-
使
わ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
大
石

餌
河
岸
か
ら
船
で
最
上
川
を
下
し
酒
田
へ
､
酒
田
で
海
船
に
積

み
替
え
越
前
敦
賀
湊

へ
p
敦
賀
で
荷
揚
げ
し
喜
琶
湖
北
岸
の
塩
津
ま
で
陸
送
し
､
塩
津
か
ら
琵
琶
湖
南
岸
の
大
津

ま
で
船
で
運
ぶ
､
そ
し
て
大
津
か
ら
京
都
へ
廻
送
す
る
の
で
あ
る
｡
運
賃
の
安
い
水
上
輸
送
を
極
力
利
用
し
た
ル
ー

ひき
た

-
つか
け

ト
で
あ
る
o
敦
賀
か
ら
昆
琶
湖
北
岸
へ
は
疋
田

㊥
新
道
野

｡
沓
掛
を
経
て
塩
樺
に
駄
送
さ
れ
だ
が
､
疋
田
か
ら
分

か
れ
て
追
分

か
山
中
を
経
て
海
津
の
湖
港
に
駄
送
L
P
海
津
か
ら
船
で
大
津
へ
運
ぶ
ル
ー
ト
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ

た
｡LJ･j

船
北
廻
り
の
起
点
と
な
る
大
石
田
は
最
上
川
流
域
最
大
の
河
岸
場
で
あ
っ
た
｡

∵
八
世
紀
末
に
は
通
称

｢最
上
干

駄
｣
と
呼
ば
れ
る
に
い
た
る
紅
花
産
出
高
の
ほ
と
ん
ど
は
､
大
石
田
河
岸
か
ら
酒
田
へ
川
下
げ
さ
れ
た
｡
大
石
田

よ
り
上
流
の
猪
河
岸
か
ら
下
す
ケ
ー
ス
も
ま
ま
見
ら
れ
た
が
､

1
郡
に
と
ど
ま
っ
た
｡
紅
花
は
高
価
商
品
で
あ
り
､

か
つ
軽
荷
で
あ
る
の
で
､
難
所
が
あ
る
上
流
か
ら
の
川
F
L
は
避
け
ら
れ
､
少
々
運
賃
が
か
さ
ん
で
も
陸
路

(羽

州
街
道
な
ど

(｢
あ
る
い
て
み
る
と
2

出
羽
の
遺

砂
川
酉
横
山
適
｣
参
照
))
を
駄
送
L
P
大
石
用
か
ら
川
下
げ
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表2 1823(文政6)年の下し舶内訳 (大石田河岸荷宿二藤部家)

舶数

1

】

1
1

Ⅳ

一

畳 荷主数

2130丸 47(105)) 44
4丸 1
2固 1 1

6…66蓋 344'(55;)い 5

428俵 1 ｣十α*

17丸 2(4) 1

2Ll 1

月 積荷品 目
正月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

典拠 文政四年t乙附職者闇｣､人JFlハ十川FHJW拭｣＼山′'W"〟/一閃'r~'′
注 朋 1j･榊 品目別に鮒 したo虫か - 裁により確定できない場 合は-で示したo ()巾はの
べ数である｡*は大豆375億 は文鮒 に積み込んだことが確認されるが､残りにつ いて は不明で

ある｡10月以降は記載なLo

を
す
る
安
全
な
コ
ー
ス
が
選
択
さ
れ
た
の

18F:

で
あ
る
｡

大
石
田
河
岸
に
は

1
七
九
二

(寛
政
E
)

年
以
降
､
蒋
府
直
差
配
の
川
船
役
所

･
川

船
会
所
が
置
か
れ
､
船
割
り

(特
定
の
船

に
偏
ら
な
い
よ
う
に
積
荷
を
公
平
順
番
に

割
り
振
る
)
･
荷
物
の
改
め

･
通
り
切
手

の
発
行
な
ど
の
諸
実
務
を
行

っ
た
｡
現
在
'

川
端
の
役
所
跡
に
は
記
念
碑
が
立

っ
て
い

る
｡

紅
花
荷
主
は

紅花荷
と
紅
花
送
車
板

に

やど

を
大
石
田
河
岸
荷
宿

に
送
り
､
荷
宿
は
荷

を

一
時
蔵
入
れ
す
る

一
方
で
川
船
役
所
に

こ
い
ぷね

乞
船
し
､
配
船
さ
れ
た
船
を
雇
い

(雇
蟹

､

船
積
み
を
し
た
の
で
あ
る
｡
大
石
田

～
酒

ひら
た
ぶ
ね

田
間
の
川
船
は
牌

船

(
三

～
五
人
乗

･

米
二

〇
〇
～
三
五

〇
俵
積
み
)
と
呼
ば
れ

る
も

の
が
主
力
で

あ
っ
た
｡

萱
き
′毒

害
Ji-
-
∫
-
-
-
1--
-
1～主
-
く-
--

-i
JI-
-～
1--
1
-

-
1--
…

-
-"-
-ヨ

ー-
-
-
-
--
-
～-
【-
～-
2--
-メ--

-̀
-
7
7′-
-
～皇
室

…

に
と
ペ

乞
軸
と
は
､
配
船
-
維
鶴
の
調
達
を
願
-
こ
と
で
あ
る
｡

大
石
m
河
岸
最
大
の
荷
宿
で
あ

っ
た
二
藤
部
泉
石
衛

門
家
文
書
に
は
､
数
冊

の

｢
乞
船
願
書
暫
｣
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
の

叫
冊
で
あ
る

一
八
二

一

(文
政
四
)

年
の
帳
面
に
は

i
八
二
三
年
ま
で
の
三
年
間
の
最
上
川
下
し
の
乞
船
と
そ
の
積
荷
品
目

･
荷
主
の
記
録
が
書
き
付

け
ら
れ
て
お
り
P
二
藤
邦
家
の
荷
宿
と
し
て
の
活
動
概
況
が
わ
か
る
｡
表

-
は

山
八
二
三
年
分
の
実
態
の

1
覧
で
'

同
年
の

｢請
払
帳
｣
に
あ
る
雇
船
に
対
す
る
運
賃
支
払
い
の
記
録
に
よ
り
船
数
を
さ
ら
に
確
認
し
て
作
成
し
た
も

の
で
あ
る
0
村
山
郡
の
特
産
で
あ
る
紅
花

芸
急
丁
8
煙
草
の
ほ
か
､
大
豆

･
小
豆
な
ど
の
品
目
が
み
え
る
｡
二
藤

部
家
の
取
扱
荷
の
圧
倒
的
部
分
を
紅
花

(合
計
二
八
三
九
丸
)
が
占
め
て
お
り
､
下
し
船
の
時
期
も
ほ
ぼ
七

～
八

月
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

大
石
田
河
岸
荷
宿

二
藤
部
家
の
場
合
､
だ
い
た
い
蔵
入
れ
の
翌
日
に
乞
船
願
い
を
出
し
､

1-
三
日
の
間
に
集
ま
っ
た
他
の
荷
主

の
荷
物
と
共
に
船
積
み
を
し
て
い
る

(紅
花
と
薯
竿
の
横
合
も
行

っ
た
)
｡
例
え
ば
､
弁
助
舟
は
荷
主
茂
右
衛
門

八
丸

(同
年
七
月

二

日
乞
船

)･伊
兵
衛
二
丸

(
〓

山日
乞
船
)
･
徳
右
衛
門
七
九

(
1
三
日
乞
船
)
･
利
左
衛

門
五
九

(同

)◎場
屋
佐
右
衛
門
三
六
丸

(同
)
の
合
計
五
八
九
の
紅
花
を
受
持
ち
､
二
藤
郡
家
よ
り
運
賃
支
払

い

(
7
五
日
)
を
受
け
て
船
積
み
し
て
い
る
O
紅
花
荷
が
ど
ん
ど
ん
荷
宿
に
送
ら
れ
て
-
る
ピ
ー
ク
の
七
月
に
は
'

二
藤
部
家
か
ら

小
磯
に

叫
〇
二
丸
を
積
み
込
ん
だ
例
を
最
高
に
は
ぼ
三

〇
-
八

〇
丸

(平
均
五

〇
丸
前
後
)
の
紅

花
を
船
積
み
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

一
人
の
荷
主
の
荷
が
大
患
に
あ
る
場
合
p

一
般
に
集
中
し
て
船
積
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み
を
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
｡
例
え
ば
､
二
藤
郡
家
は
こ
の
年
の
七
月
二
八
日
付
で
場
屋
佐
右
衛
門
の
紅
花
舎

201

計

一
〇
八
丸
に
つ
い
て
乞
船
願
い
を
出
し
て
い
る
が
､
乞
船
で
は
三
舷
を
求
め
､
荷
は
三
六
丸
ず

つ
に
三
等
分
し
､

は
せ
ん

平
助
丹
･

長
吉
舟

｡
昆
助
舟
に
船
積
み
し
て
い
る
｡

一
つ
の
舟
に
積
み
荷
を
集
中
さ
せ
ず
に
分
散
さ
せ
て
破

船

の

危
険
を
な
る
べ
-
軽
減
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
う
ち
長
助
舟
は
八
月
二
.日
に
二
藤
郡
家
よ
り
運
賃
支
払
い
を
受
け
､
出
船
の
後
､
八
月
五
田
の
五
ツ
時
に

大
石
田
よ
り
戯
止
川
つ
た
い
に
庖
盟
余
は
ど
下
流
の
清
水
村
下
り
松
と
い
う
地
点
で
底
木
へ
突
き
当
た
り
破
船
し

た
｡
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
破
船
諸
用
留

℡
破
船
諸
人
用
語
北
な
ど
の
諸
記
録
が
揃
っ
て
一
廃

部
家
文
書
に
残
さ

れ
て
い
る
O
商
荷
を
積
ん
だ
威
し
川
楯
船
の
破
船
の
事
後
処
理
の
あ
り
方
を
示
す
爵
重
な
事
例
と
い
え
る
の
で
検

討
し
ょ
う
｡
破
船
諸
入
用
書
卜
に
よ
れ
ば
､
最
助
舟
の
荷
は
無
事
荷
四
〇
固

｡
半
濁

.E
四
国

･
骨
濡
四
二
間
の
合

計
九
六
固

(礼
)
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
二
藤
邦
家
か
ら
長
助
舟
へ
積
ん
だ
荷
は
場
屋
佐
右
衛
門

｡
川
合
茂
右

と
みな
み

横
門

(山
形
)
去
同
橋
利
助

(富
並
村
)
の
三
名
の
荷

(合
計
紅
花
五
二
丸
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
､
他
の
荷
宿
か
ら
の
荷
物
も
長
助
舟

へ
船
積
み
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
さ
ら
か
で
あ
る
｡
破
船
に
対
し
て
､
二

藤
郡
家
は
荷
物
の
引
き
揚
げ

◎
濡
荷
の
干
し

琴
荷
造
り

命
運
送
や
荷
主
へ
の
連
絡

(飛
脚
)
な
ど
の

山
適
の
処
理

を
川
沿
い
村
々
の
協
力
を
得
な
が
ら
行

っ
て
い
る
｡
濡

れ

た

紅
花
荷

の
場
合

､
袋
を
解
き

､
干
し
て
か
ら
､
あ
ら

た
め
て
袋
詰
め
窃

荷
造
り
を
す
る
の
で
､
荷
物
の
引
藷
揚

げ

人

足

質

や

関

係

者
の
連
絡
◎

現
地
逗
留
経
費
の
ほ
か

に
p
多
数
の
日
藤
代
や
袋

抄
造

旬縄
な
ど
を
購
入
す
る
諸
経
費
を
要
し
た
｡
荷
物
の
特
殊
性
に
よ
る
諸
経
費
は
そ

の
荷
主
の
負
担
と
な
っ
た
が
p
荷
物
の
引
き
湯
げ
や
破
船
見
分
船
の
出
動

ゆ
現
地
の
庄
屋
な
ど
の
協
力
者
へ
の
酒

代
と

い

っ

た

全

積
荷
に

関

わ

る

諸

経
費
は
荷
数
に
応
じ
て
各
荷
主
に
割
り
繍
け
ら
れ
た
｡
荷
数
に
割
り
掛
け
る
負

担
率
は
無
事
荷
四

｡
尊
濡

二

番

潜

浦

山
に
定
め
ら
れ
､
儒
荷
が
多
く
諸
経
費
が
か
さ
む
荷
主
を
他
の
荷
主
が
支
援

す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
荷
宿
は
渚
経
費
を
立
て
替
え
､
全
荷
主

｡
個
別
荷
主
の
負
担

区
分
を
分
別
し
な
が
ら
計
上
L
F
各
荷
主
へ
諸
軽
索
を
割
り
宛
て
請
求
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
こ
の

よ
う
に
F
荷
宿
は
船
積
み
か
ら
破
船
の
軍
後
処
理
ま
で
面
倒
を
み
た
の
で
あ
り
､
荷
産
か
ら

一
定
の
世
話
料

･
蔵

敷
を
徴
収
す
る
こ
と
で
荷
宿
経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
で
あ
る

(山
形
大
学
附
属
図
書
館
蔵

二
藤
郡
家
文
書
)

0

二
藤
邦
家
は
現
在
も
大
石
田
四
日
町
に
あ
る
｡
道
を
は
さ
ん
で
最
上
川
岸
に
揺
す
る
場
所
に
位
置
し
'
往
時
を

偲
ば
せ
る
｡

日
漆
海
舶
と
遅
霧
積

二
藤
郡
家
は
河
岸
荷
宿
経
営
を
行
う

山
方
で
p
荷
主
商
人
と
し
て
の
商
業
経
営
も
活
発
に
展
開
し
た

(商
梗
Eg
)O

当
初
は
米
穀

帝
大
小
豆

砂
肯
苧
な
ど
の
集
荷
が
中
心
で
あ
っ
た
が
､
享
保
期
に
は
紅
花
の
集
荷
も
行

っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
｡
山
形
城
下
の
花
苗
場
な
ど
か
ら
仲
買
人
を
通
じ
て
集
荷
し
､
集
荷
蛍
は
年
間
五
～
八
駄
で
あ
っ

た
O

山
八
世
紀
半
ば
以
降
に
な
っ
て
､
山
形

中
天
童

心
楯
岡

争
谷
地
な
ど
に
存
在
す
る
仲
買
人
を
集
荷
資
金
の
前

貸
に
よ
り
編
成
し
､
紅
花
の
集
荷
を
進
め
､
明
和

-
安
永
初
年
に
は
年
間
二
〇
駄
前
後
を
出
荷
す
る
紅
花
荷
主
商

人
に
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

(翰
悉
岡
弘

｢大
石
柑
河
岸
二
藤
部
家
の
経
営
｣
謂

形
近
代
史
研
究
』
第

1
等
､
i九
六
七
)O
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(酒田問屋･加賀屋太郎右衛門取扱分)

運 賃敦 盛

紅花1駄 1固

紅花1駄

青苧6駄

紅花1駄

紅花2駄

紅花1駄

紅花1駄

紅花1駄 1回

紅花1駄

紅花1駄

紅花1駄

紅花1駄

紅花2駄

紅花L5駄1丸

紅花 l駄1丸

紅花1駄1樹

育苧5駄

青苧5駄

青苧7.5駄

表 3 1773(安永 2)年こ藤部家紅苧荷稀船

船 名

州 七 尾 ｡三津屋太左衛門船

州 七尾 ｡州崎屋藤八船

/′ ′ノ

丹 後 由良 ｡牽崎屋義兵衛船

佐 州｡岩崎甚助船

能 州 ｡熊木尾長左衛門船

加 州 ｡小野屋九郎兵衛船

佐州宿根木 ｡高津惣兵衛船

佐 州 ･松屋善蔵船

能 州 ｡深崎屋四兵衛船

佐州宿根木 ･有肘久四郎船

佐州宿根木 ･加賀屋長三郎船

加 州 安 宅 ･茶碗屋太郎右衛門船

佐 州 ･有田小三郎船

佐 州 赤 泊 ･兼子与四兵衛船

加 州 安 宅 ･八角屋七右衛門船

丹 後 由良 ･米屋源吉船

能 州 ･小山屋三石衛門船

能 州 ･古封屋与惣兵衛船

典拠 安永二年十月｢紅苧運賃目線 ｣(二藤邦家文潜､山形大学附 属糾 沓 館蔵)o
一部､他史料で稀足｡

122

二
磯
部
家
は
築
山伺
し
た
商
口和
を
尊
船

(自
ハ刀
所
有
船
)
な
い
し
山鹿
船
で
仙憤
田
湊
ま
で
下
し
､
米
穀

･
j<
小
豆

･

煙
草
な
ど
は
酒
田
市
場
で
売
却
し
､
紅
花
は
酒
田
問
屋
の
仲
介
に
よ
り
小
廻
船
や
北
前
船
に
船
積
み
L
t
北
廻
り

で
京
都

へ
廻
送
し
た
O
青
苧
も
同
様
に
北
廻
り
の
ル
ー
ト
で
壬
に
奈
良

(奈
良
晒
の
原
料
と
な
る
)
に
運
ん
だ
の

で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
二
藤
郡
家
文
書
に
は
､
酒
田
問
屋
か
ら
の
船
積
み
の
通
知
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
､
紅
苧

荷
の
積
船
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
O
表
3
は

1
七
七
三

(安
永
二
)
年
の
酒
田
問
屋
加
賀
屋
太
郎
右
衛
門

か
ら
の
船
積
み
報
告
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
年
に
加
賀
屋
が
取
り
扱

っ
た
二
藤
部
家
の
紅
苧
荷

は
紅
花

7
八
駄

一
団
小
荷
二
丸

芸
円
苧
二
三

｡
五
駄
で
あ
り
､

1
八
厳
に
積
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
積

船
を
地
域
別
に
み
る
と
佐
渡

･
能
登

｡
加
賀
と
い
っ
た
北
陸
の
船
が
多
い
O
酒
田
問
屋
か
ら
二
藤
郡
家
に
宛
て
た

同
種
の
諸
記
録
に
よ
り
､

1
八
世
紀
後
半

-
1
九
世
紀
前
半
期
の
積
船
を
地
域
別
に
概
観
す
る
と
､
松
前
江
差

･

し
ゅくね
ぎ

し
ん
ぽ

ひ
み

羽
前
加
茂

中
越
後
鬼
舞

｡
佐
渡
赤
泊

･
佐
渡

宿

根

木

｡
佐
渡

新

保

｡
佐
渡
松
ケ
崎

･
佐
渡
相
川

･
越
中
氷

見

･
能

あ
たか

登
輪
島

や
能
登
七
尾

◎
能
登
福
浦

,
加
賀
安

宅

｡

加
賀
宮
ノ
腰

･
加
賀
橋
立

･
越
前
敦
賀

･
丹
後
由
良
な
ど
で
あ

り
､
北
陸
の
船
を
中
心
と
し
て
松
前
か
ら
丹
後
に
お
よ
ぶ
日
本
海
沿
岸
の
小
廻
船

･
北
前
船
に
よ
っ
て
酒
田
～
敦

賀
間
の
廻
送
が
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
｡

酒
田
問
屋

(横
合
問
屋
と
も
い
う
)
は
積
船
の
破
船
に
よ
る
荷
主
の
損
害
を
軽
-
す
る
た
め
に
'

一
般
に
集
中

し
て
船
積
み
す
る
こ
と
を
避
け
､
複
数
の
船
に
少
量
ず
つ
分
散
し
て
積
み
込
む
こ
と
を
し
て
い
た
｡
表

3
で
も

7

彼
の
積
荷
量
は
少
な
い
｡

7
八
三
五

(天
保
六
)
年
七
月
に
破
船
し
た
た
め
に
積
荷
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
松

前
江
差
の
山
本
林
右
衛
門
船
の
場
合
を
み
る
と
'
酒
田
問
屋
七
家
が
取
り
扱

っ
た
合
計
二
三
人
の
荷
主

(共
同
荷
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主
を
含
む
)
の
紅
花
荷
合
計
二
九
九
丸

(代
金
三
八
七
六
両

砂
永
五
四
匁

一
分
六
鹿
)
が
船
積
み
さ
れ
て
い
た
｡

21

ま
さ
に
積
み
合
い
の
実
態
が
知
ら
れ
る
｡

か
い
つみ

北
前
船
は
港
で
商
品
を
買
い
入
れ
別
の
港

へ
廻
送
し
て
自
ら
販
売
す
る
員
積
と
い
う
輸
送
形
態
を
主
と
し
た
と

い
わ
れ
る
が
､
紅
苧
荷
の
買
積
の
実
例
は
そ
れ
ほ
ど
あ
さ
ら
か
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
'
今
後
の
課
題
で
あ
る
｡
こ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
､
村
山
郡
の
荷
主
は
紅
苧
荷
を
酒
田
市
場
で
売
却
す
る
よ
り
も
､
荷
主
と
し
て
上

うんち
ん
つみ

方
ま
で
運
ん
で
売
却
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
､
北
廻
り
の
紅
苧
荷
の
輸
送
形
態
の
主
流
は
運
賃
積
で
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
｡
衰
3
の
工
藤
郡
家
の
紅
苧
荷
の
場
合
も
加
賀
屋
を
介
し
て
各
船
に
対
し
て
運
賃
が
支
払
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
紅
苧
荷
は
軽
荷
で
高
運
賃
の
商
品
で
あ
っ
た
｡
紅
苧
荷
の
輸
送
形
態
と
し
て
運
賃
積
が
主

流
で
あ
り
買
積
が
必
ず
し
も
発
展
し
な
か

っ
た
理
由
と
し
て
ほ
､
村
山
郡
の
荷
主
に
よ
-
み
ら
れ
た
上
方
と
の

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
の
展
開
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
｡

4

の
こ
ぎ
り
商
い

番
地
の
雑
務

か

は
′ヽ
ち
上
つ
や

ら

毎
年
四
月
二

-
三
日
､
山
形
県
西
村
山
部
河

北

町

谷

地

で
は

｢
谷
地
ひ
な
ま
つ
り
｣
が
開
か
れ
る
｡
最
近
で

は
県
内
外
の
一
〇
万
人
以
上
も
の
観
光
客
が
集
ま
る
こ
の
祭
り
は
､
江
戸
時
代
に
､
谷
地
北
口
の

｢
二

二
ハ
市
｣

写真 3 季保雛 享保期 (1716-1735)に発達した大型の耕〟払
大きなものは70cmにおよぶO細谷巌氏蔵o写真提供､アンティッ
ク･プランニング｡

(
二
と
六
の
つ
-
日
に
立

つ
六
斎
市
)
の
旧
暦
三
月
二
日
の

市
が

｢雛
市
｣
(節
句
市
)
と
し
て
発
達
し
､
雛
人
形
や
春

告
げ
魚
と
呼
ば
れ
て
い
る
練

｡
耕
作
準
備
の
た
め
の
農
具
な

ど
が
売
ら
れ
賑
わ
っ
た
こ
と
が
起
源
と
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
｡
｢
お
難
さ
ま
め
し
ぇ
で
け
ら

っ
し
ゃ
い
す
｣
と
言

い
な
が
ら
名
家
の
雛
人
形
を
見
て
ま
わ
る
風
習
も
こ
の
地
に

は
あ
り
､
旧
家
で
は
雛
人
形
を

-1
般
公
開
し
露
店
で
は
雛
人

形
や
玩
具

こ
即
句
用
の
食
品
な
ど
を
売
る
現
在
の
雛
市
の
形

態
と
な

っ
た
｡

細
谷
家

｡
鈴
木
家

｡
竹
谷
家

｡
国
井
家
な
ど
の
旧
家
を
ま

わ
る
と
､
瓜
実
顔
が
特
徴
の
大
型
の
享
保
雛
や
町
雛
と
し
て

発
達
し
た
写
実
的
な
古
今
雛
に
目
を
奪
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
'

五
月
人
形
や
御
所
人
形
の
愛
ら
し
さ
､
竹
田
人
形
や
か
ら
く

り
人
形
の
精
巧
さ
に
心
を
ひ
か
れ
る
O
京

書
大
坂
で
購
入
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
人
形
は
､
紅
花
を
上
方

へ
の
ぼ
せ
た

帰
り
荷
と
し
て
谷
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
.
写
宙
首

の
紅
花
送
手
坂
に
荷
主
と
し
て
登
場
し
て
く
る

細
矢
与
左
衛
門
を
は
じ
め
当
時
の
谷
地
紅
花
商
人
の
上
方
と
の
交
易
を
､
人
形
た
ち
は
垂

昌
し
て
い
る
と
い
え
よ

ぅ
｡
こ
う
し
た
雛
人
形
は
､
山
形
や
大
石
田
を
は
じ
め
各
地
の
旧
家
に
も
大
事
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
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さ
れ
る
｡

先
に
も
引
用
し
た

｢微
量
可
笑
記
｣
は
山
形
の
紅
花
商
人
村
居
新
七
郎
が
大
蕨
村
の
稲
村
家
の
幼
少
の
当
主
に

対
し
て
商
い
の
教
訓
を
説
-
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
新
七
郎
は
京
都
で
の
買
物
と
し
て
'

､代

';-I

○
か

な

物

○
絹
も
み

○
雛

○さ

ん

と

め

○
形
付
上
物

○
び
ろ
ふ
ど

○
綿
織
物

を
薦
め
て
い
る

｡
衰
都
か
ら
の
仕
入
物
は
金
物
や
主
に
高
級
絹
綿
織
物

･
染
物
な
ど
が
中
心
で
あ
っ
た
が
'
雛
人

形
も

一
八
三

〇
年
代
に
は
既
に
注
目
さ
れ
る
商
品
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
0

谷
地
の
雛
苗
は
史
料
的
に
は
江
戸
中
期
よ
り
確
認
さ
れ
る
が
､
盛
況
と
な
る
の
は
江
戸
末
期
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
｡
上
方
産
の
安
価
な
庶
民
向
き
の
土
製
雛
人
形
の
販
売
が
雛
市
の
中
心
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
む
し

ろ
､
有
力
家
に
よ
る
高
価
な
衣
装
雛
の
購
入
が
先
行
L
t
雛
市

･
雛
祭
り
の

1
般
的
な
隆
盛
化
の
過
程
で
有
力
家

が
衣
装
雛
を
披
露
す
る
風
習
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

大
坂
仕
入
物

1
1.藤
郡
家
も
紅
花

三
円
苧
の
売
却
代
金
を
も

っ
て
上
方
商
品
を
仕
入
れ
て
帰
り
荷
と
し
､
村
山
郡
近
在
の
小
商

人
に
卸
売
り
す
る
こ
と
を
そ
の
商
業
経
営
の
主
軸
に
し
て
い
た
｡
押
す
と
引
く
と
を
交
互
に
す
る
鋸
の
よ
う
に
商

品
を
往
き
帰
り
さ
せ
p
そ
の
両
方
の
商
売
で
利
を
得
る
こ
と
か
ら

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
と
呼
ば
れ
る
商
法
で
あ
る
O

と
-
に
､
遠
隔
地
間
で
価
格
差
の
あ
る
商
品
を
相
互
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
高
利
潤
を
ね
ら
う
商
法
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
｡
撃
保
期
の
場
合
､
紅
花
は
京
都
の
良
沢
与

一
石
衛
門

｡
鈴
木
十
兵
衛
､
雷
苧
は
奈
良
の
日
野
屋
治
郎

126

感
へ
売
り
払
い
､
売
却
代
金
の

仙
部
は
国
元
に
下
し
た
が
大
部
分
は
大
坂
の
頻
尿
三
左
衛
門
に
渡
し
､
鍵
屋
に
叢

書

木
綿

屯
浅
手

･
裸
補

色
小
間
物
な
ど
を
仕
入
れ
さ
せ
帰
り
荷
と
し
て
送
ら
せ
て
い
る

(『大
石
田
町
史
』
上
巻
)
0

ま
た
､
酒
田
と
の
間
で
は
､
例
え
ば

仙
七

i
七

(享
保
二
)
年
の
場
合
､
穀
物
な
ど
を
酒
田
問
屋
加
賀
屋
藤
十
郎

に
下
し
売
却
し
､
そ
の
売
却
代
金
を
も

っ
て
加
賀
屋
か
ら
仕
入
れ
た
塩
の
代
金
お
よ
び
加
賀
屋
を
介
し
て
最
上
川

を
の
ば
ら
せ
た
茶
な
ど
の
上
方
商
品
の
運
賃
を
決
済
す
る
と
い
う
こ
と
を
行

っ
て
い
る

(横
山
昭
男

｢最
上
川
水
運

の
展
開
｣
『暦
日
市
史
心
改
訂
版
』
別
巻
二

九
八
九
)
O
こ
の
よ
う
に

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
は
上
方
市
場
お
よ
び
酒
田

市
場
と
の
問
で
二
蚤
に
行
わ
れ
て
い
た
｡
こ
の
商
口叩
仕
入

｡
販
売

･
決
済
の
あ
り
方
は
､
そ
の
後
の
二
藤
部
家
経

営
の
基
本
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
｡

〔虫
損
)

｢微
量
可
笑
記
｣
は
､
大
坂
か
ら
の
仕
入
物
に
つ
い
て

｢大
坂
手
拭
絞
り
並
び
に
安
嶋
□
□
形
付

･
夜
着

･
夜

ふ
る
て

具

や
古
手

◎
か
ら
か
さ

｡
ち
ょ
う
ち
ん
､
仕
入
れ
徳
あ
り
｣
と
書
い
て
い
る
｡
帰
り
荷
の
仕
入
市
場
と
し
て
は
京

都
よ
り
も
大
坂
が
中
心
で
あ
り
､
そ
の
輸
送
は
大
坂

～

大
津
-

塩
津

(海
津
)
～

敦
賀

-

酒
田

-

大

石
田
と
い
う
､
北
廻
り
の
逆
コ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
の
が

!
椴
で
あ

っ
た
｡

寄
金
の
回
転

稲
村
家
の
場
合
を
み
よ
う
｡
藻
鮫
亭
文
庫
の
中
に
､
丑
七
月

｢仕
切
目
録
之
事
｣
と
い
う
長
々
と
書
か
れ
た

T

紙
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
大
坂
の
大
和
屋
作
右
衛
門
が
稲
村
家
に
宛
て
た
も
の
で
､
年
不
詳
で
あ
る
が
､
記
載

さ
れ
て
い
る
代
人
の
人
名
な
ど
か
ら

f
七
四
五

(延
享
二
)
年
の
仕
切
日
銀
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
｡
こ
の
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目
録
を
中
心
に
､
ほ
ぼ
同
時
期
の
関
係
史
料

(稲
村
家
文
書
)
で
補
足
し
な
が
ら
､

7
八
世
紀
半
ば
の
稲
村
家
の

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
に
お
け
る
資
金
回
転
の
実
態
を
例
示
し
て
み
よ
う
｡

と
ころ

こ
の
年
の
四
月
に
稲
村
家
は
大
和
屋
作
左
衛
門
よ
り
樫
鑓
之
柄
七
本

･
干
粉
油
二
斗

･
伊
豆
半
晒
天
草

(心

こん
太

｡
寒
天
の
原
料
)
二

一
匁
入

1
0
本

匂
大
極
上
紺
紋

二

心○
反

･
椎
茸
五
楯

･
古
蚊
帳
四
八
帳
を
仕
入
れ
た
｡

そ
の
代
金
は
荷
造
り
代
血

下
り
運
賃

こ
貝
口
銭

(代
金
の
約

山
%
､
大
和
屋
の
取
得
分
)
な
ど
も
合
計
し
て
銀
三

賞
二
五
四
匁
五
分
三
度
と
な

っ
た
｡
大
和
屋

へ
の
支
払
い
は
四

～
五
月
に
京
都
の
近
江
屋
惣
左
衛
門
か
ら
合
計
銀

四
貫
六
七
八
匁

仙
分
五
厘

(利
子
を
ふ
-
む
)
が
支
払
わ
れ
て
い
る
0
代
金
を
超
過
し
て
支
払
い
を
受
け
た
大
和

屋
は
､
超
過
金
を
飛
脚
で
酒
田
問
屋
尾
関
又
兵
衛
に
送

っ
て
い
る
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
尾
関

へ
下
さ
れ
た

金
額
は
超
過
分
か
ら
下
り
金
駄
賃
を
引
い
た
銀

1
貫
四

叫
八
匁
四
分
二
厘

(両
替
え
し
て
金
二
二
両
三
分

･
銀

1

二
匁
四
分
七
厘
)
で
あ

っ
た
｡
大
和
屋
は

｢此
表
出
入
り
無
-
相
済
み
申
し
候
｣
と
仕
切
目
録
の
末
尾
を
結
ん
で

差
引
決
算
が
完
了
し
た
こ
と
を
稲
村
家
に
告
げ
て
い
る
｡
京
都
の
近
江
屋
惣
左
衛
門
と
は
､
当
時
､
稲
村
家
が
紅

花
を
京
都
紅
花
問
屋
松
任
屋
棟
兵
衛
ら
に
売

っ
た
際
に
そ
の
代
金
の
支
払
い
先
と
し
て
指
定
し
て
い
た
商
人
で
あ

る
｡
近
江
屋
は
京
都
に
あ

っ
て
稲
村
家
の
代
わ
り
に
紅
花
代
金
の
回
収
を
行
う
代
人

(支
配
人
と
も
呼
ば
れ
た
)

で
あ
っ
た
｡

す
な
わ
ち
､
京
都

申
近
江
屋
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
稲
村
家
の
紅
花
代
金
が
大
坂

｡
大
和
屋
に
よ
る
上
方
商
品
買
付

の
資
金
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
あ
垂
ら
か
と
な
る
｡
さ
ら
に

山
七
四
六
年

二

月
の

｢算
用
目
録
之
事
｣
に
よ

れ
ば
､
近
江
屋
の
は
か
､
南
都

(奈
良
)
の
E33野
屋
次
郎
八

･
秋
TiiLl屋
助
左
衛
門
か
ら
大
和
崖
へ
合
計
銀

1
七
貰

128

五
三

"匁
七
分
蓋
厘
が
渡
さ
れ
､
i<
和
屋
の
稲
村
家
の
た
め
の

｢B貝
物
仕
切
｣
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
o

i
七
た
O

Lr寛
延
三
)
年
に
は
日
野
屋
次
郎
八
が
育
苧
の
代
銀
三
賞

三

〇
日
四
分
六
塵
を
近
江
屋
に
竣
し

て
い
る
例
が
確
認
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
実
は
､
奈
良
で
売
和
さ
れ
た
育
苧
代
金
も
上
方
で
の
買
付
資
金
に
ま
わ

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

の
こ
ぎ
り
商
い
の
構
造

大
和
屋

へ
の
支
払
い
超
過
金
が
酒
田
問
屋
尾
関
又
兵
衛

へ
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
は
､

壱

四
五
年
正
月
の
例

(金

丘
七
両

や
銭

叫
貫
又
)
で
も
確
認
さ
れ
る
O
先
の

山
七
四
六
年

二

月
の
場
合
は
､
超
過
銀
四
貫
八
九

f
匁
八
分

三
度
は
稲
村
家

へ
返
還
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
時
期
､
稲
村
家
の
紅
花

･
音
字
の
売
却
代
金
は
上
方
商

品
買
付
資
金
を
上
回
り
､
超
過
金
は
稲
村
家
の
指
示
で
酒
田
問
屋

へ
送
ら
れ
た
り
､
稲
村
家

へ
蓋

苦

れ
た
り
し

た
と
い
え
る
｡
尾
関
に
ま
わ
さ
れ
た
超
過
金
は
､
酒
田
市
場
に
北
前
船
や
小
廻
船
が
搬
入
す
る
塩

(赤
穂
塩

･
竹

原
塩

砂
才
Ⅲ
塩
な
ど
)

4

古
手
8

茶

(若
狭
茶

｡
村
上
茶

｡
美
濃
茶
な
ど
)､
蝦
夷
地
か
ら
の
塩
引

(増
毛

･
石
狩

く

ら

げ

い
き
ば

産
な
ど
)
9
煉

め
鯨

や
昆
布
◎

海

月

な

ど
の
五

十

袋

物
､
鍬
を
は
じ
め
と
す
る
農
具
､
な
ど
の
買
付
資
金
の

1
部

に
あ
て
ら
れ
た
0
展
開
は
買
い
付
け
た
後

叫
時
蔵
入
れ
し
､
稲
村
家
の
求
め
に
応
じ
て
随
時
最
上
川
を
の
ば
ら
せ

た
の
で
あ
る
｡
展
開
へ
の
支
払
い
は
大
和
屋
か
ら
送
ら
れ
る
超
過
金
だ
け
で
な
-
､
稲
村
家
か
ら
も
随
時
行
わ
れ

た
｡
ま
た
､
稲
村
家
が
最
上
川
を
下
し
て
展
開
へ
売
却
し
た
米

申
大
豆
な
ど
の
代
金
も
あ
て
ら
れ
､
差
引
決
算
さ

れ
た
の
で
あ
る

(稲
村
家
文
書
)

0
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こ
の
よ
う
に
稲
村
家
の

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
は
､
上
方
市
場

･
酒
田
市
場
と
リ
ン
ク
す
る
形
で
実
施
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
｡
紅
花

･
青
苧
の
売
却
代
金
が
上
方
商
品
ば
か
り
で
な
く
､
酒
田
で
の
塩

･
五
十
集
物
な
ど
の
買
付

資
金
と
し
て
も
機
能
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
代
金
決
済
に
は
為
替
取
組
み
も
活
用
さ
れ
て
い
る
｡
稲
村

家
だ
け
で
な
-
､

7
椴
に
紅
花
荷
主
と
上
方
商
人

･
酒
田
商
人
と
の
間
に
は
資
金
の
回
転
や
金
融
信
用
の
シ
ス
テ

ム
が
形
成
さ
れ
機
能
し
て
い
た
｡
こ
う
し
た
決
済
を
行

っ
て
い
る
荷
主
商
人
は
､
酒
田
に
入
港
す
る
買
積
船

へ
対

し
て
紅
花
を
売
却
し
て
し
ま
う
こ
と
は
通
常
は
行
わ
な
い
｡
上
方

へ
の
紅
花
の
輸
送
形
態
と
し
て
運
賃
積
が
主
流

で
あ
っ
た
理
由
の

一
つ
と
し
て
こ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

以
上
､
羽
州
村
山
郡
の
紅
花
荷
主
の

｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
が
上
方
と
の
商
品
流
通
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
は
な

-
､
全
国
特
産
地
か
ら
の
塩

｡
茶
の
流
通
､
場
所
請
負
制
F
の
蝦
夷
地
か
ら
の
海
産
物
の
流
通
､
と
も
結
び
付
い

て
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
酒
田
湊
は
こ
れ
ら
多
地
域
間
の
商
品
流
通
の
結
節
点
で
あ
り
､

のど

ま
さ
に

｢酒
田
の
儀
は
羽
州
の

咽

首

｣
(｢微
量
可
実
記
｣)
で
あ

っ
た
.

塩
の
道

･
五
十
葉
物
の
道

お

ば
な
ざ
わ

雛
人
形
や
御
所
人
形
の
は
か
に
も
､
上
方
文
化
と
の
交
流
を
伝
え
る
も
の
は
多
い
｡
酒
田
山
王
祭
り

･
尾

花

沢

は
や

だ
し

祭
り

◎
新
庄
祭
り

｡
大
石
田
祭
り

中
谷
地
祭
り
の

離

し

や
山

車

は
京
都
の
祇
園
祭
り
の
流
れ
を
-
む
と
い
わ
れ
る
｡

ま
た
､
紅
字
で
儲
け
た
山
形
城
下
町
商
人
た
ち
は
､
京
染
の
暖
簾
や
風
呂
敷
を
好
ん
で
用
い
､
上
方
と
の
交
流
を

誇
示
し
た
Q
さ
ら
に
は
､
最
上
川
流
域
の
旧
家
に
は
清
水
焼

･
萩
焼

･
鍋
島
焼

ゆ
唐
津
焼

･
伊
万
里
焼

･
薩
摩
焼
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な
ど
を
保
存
し
続
け
て
い
る
例
が
多
-
､
西
廻
り
航
路
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
土
方
や
西
国

･
九
州
の
陶
磁
器

頓
が
酒
田
よ
り
用
船
で
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
知
る
｡

こ
う
し
た
上
方
と
の
交
流
の
香
り
を
､
冒
頭
で
ふ
れ
た
古
川
古
松
軒
は
見
逃
さ
ず

『東
遊
雑
記
』
の
中
に
書
き

と
め
て
い
る
｡
古
松
軒
は
東
国
の
風
俗

表

に
つ
い
て
は

｢東
風
の
残
り
し
も
の
な
る
べ
し
｣
と
酷
評
す
る
の
に

対
し
て
､
｢上
方

へ
の
た
よ
り
｣
-

上
方
文
化
と
の
交
流
を
活
発
に
行
う
酒
田
警

最
上
川
の
往
来
に
つ
い
て
は
高

写真 4 塩五十集勘定帳 高楯田屋守が作成した ｢小作米井
塩五十集勘定帳｣O左端は､稲村本家の ｢塩五十集茶売帳｣o
山形大学附属博物館嵐 著者撮影O

い
評
価
を
行
う
の
で
あ
る
｡
西
国
出
身
の
古
松
軒
に
お
い
て

は
､
上
方
と
の
交
流
の
道
が
文
化
の
道
で
あ

っ
た
と
い
え
よ

･

つ

｡紅
花
の
道
は
文
化
の
道
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
紅
花
の
道

を
上
方
と
の
交
易
や
文
化
交
流
の
道
と
し
て
ば
か
り
評
価
す

る
視
点
か
ら
は
､
こ
の
道
の
果
た
し
た
歴
史
的
な
役
割
を
い

く
つ
も
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
高
価
な

衣
装
雛
や
陶
磁
器
を
購
入
で
き
な
い
人
々
に
と

っ
て
､
こ
の

道
は
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点

は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
1
稲
村
家
文

書
に
数
点
残
さ
れ
て
い
る
あ
る
帳
面
の
検
討
か
ら
,

1
､
二

の
点
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡
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｢小
作
米
井
塩
五
十
集
勘
定
帳
｣
-

一
七
九
四

(寛
政
六
)
年

-
i七
九
八
年
に
か
け
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
の

帳
面
は
､
稲
村
家
の
高
楯
田
屋
守
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
0
主
な
内
容
は
①
立
附
米
の
納
入

･
年
貢
米
差
引

･
売

却
代
金
の
勘
定
､
②
塩
の
入
荷

｡
遅
駄
賃

･
渡
方

･
売
却
代
金
の
勘
定
､
③
五
十
集
物
を
は
じ
め
と
す
る
酒
田
登

物

(小
物
と
も
呼
ば
れ
る
)
の
入
荷

｡
運
駄
賃

｡
波
方

･
売
却
代
金
の
勘
定
､
④
小
遣
い

(小
物
成

･
村
入
用

･

諸
色
代
な
ど
)

｡
蔵
普
請
入
用
の
勘
定
､
な
ど
で
あ
り
､
総
じ
て
高
楯
田
屋
の
各
年
の
収
支
決
算
を
稲
村
家
に
対

し
て
行
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
帳
面
か
ら
､
田
屋
が
立
附
米
の
徴
収
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
売
却
や
､
酒
田
か
ら
最

上
川
を
の
ぼ
せ
て
き
た
塩
や
五
十
葉
物
な
ど
の
物
資
の

一
時
保
管
と
売
却
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な

る
｡

一
七
九
七
年
の
帳
面
に
よ
る
と
F
入
荷
し
た
塩
は
五
三
二
俵
に
の
ぼ
る
｡
酒
田
登
物

(小
物
)
は
塩
引

･
身

す
るめ

欠

由
鯨

や
捧
鱈
｡
賜

B

塩
辛

｡
数
の
子

｡
刻
み
昆
布
な
ど
の
五
十
集
物
が
多
-
､
さ
ら
に
茶

･
繰
綿

･
石
灰

･
白

砂
糖

｡
近
江
表
な
ど
が
各
年
の
帳
面
か
ら
主
な
品
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
｡
塩
や
酒
田
登
物

(小
物
)
は
小
作
人

を
ふ
-
む
小
商
人
に
卸
売
り
さ
れ
､
小
作
地
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
稲
村
家
の
商
圏
域
の
百
姓
に
販
売
さ
れ
た
の

で
あ
る
｡

塩
と
五
十
集
物
が
在
村
の
百
姓
の
栄
養
源
と
し
て
欠
か
せ
な
い
必
需
物
資
で
あ
っ
た
こ
と
が
､
稲
村
家
の
事
例

か
ら
指
摘
で
き
る
｡
そ
し
て
､
高
楯
田
屋
は
地
主

｡
小
作
関
係
を
軸
に
紅
花
の
集
荷

･
加
工

･
出
荷
を
行
う
と
同

時
に
､
小
作
地
な
ど
に
対
し
て
塩
と
五
十
葉
物
の
販
売
を
行
う
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
あ
さ
ら
か
で

あ
る
｡
こ
こ
に
､
生
産
点
に
と
っ
て
の
/｢
の
こ
ぎ
り
商
い
｣
の
意
味
や
役
割
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
ハ)
蝦
夷
地
を
ふ
-
む
全
国
的
な
商
品
流
通
と
の
関
わ
り
の
中
で
地
主

･
小
作
関
係
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
姿
を
､
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ゎ
た
し
た
ち
は
こ
の
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
O

在
村
の
百
姓
た
ち
に
と

っ
て
は
､
紅
花
を
送
り
出
す
道
は
塩
の
遷

孟

十
実
物
の
警

し
て
頚
要
な
意
味
を
も
っ

い
のち

て
い
た
｡
ま
さ
に
､

生
命
の
道
で
あ
っ
た
｡

133 第4葦 紅花の道




