
最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の

一
考
察

鈴

木

勲

最
上
川
水
運
の
研
究
は
､
近
年
著
し
い
成
界
を
収
め
'
商
品
流
通
の
発
達
と
輸
送
手
段
の
変
化
お
よ
び
湊
町
酒
田
･
大
石
田
河
岸
の
経
済

い糾

構
造
と
機
能
が
､
か
な
り
明
確
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
古
来
よ
り
最
上
川
流
域
に
集
落
を
形
成
し
'
最
上
川
水
運
と
密
接
に
結
合
し
っ
つ
生
活
を
営
ん
で
き
た
幾
多

の
小
村2

が
､
如
何
な
る
形
で
最
上
川
水
運
と
か
か
わ
り
を
保

っ
て
き
た
か
､
未
だ
実
証
的
に
充
分
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
唇
E,V.

中
で
も
､
多
く
の
難
所
を
抱
え
米
沢
薄
の
蔵
米
や
蔵
苧
の
川
下
げ
を
困
難
に
し
た
五
百
川
峡
谷

一
帯
は
'
史
料
的
制
約
が
多
く
'
米
沢
蒲
の

3

専
用
水
路

｢松
川
｣
と
み
な
さ
れ
'
あ
た
か
も
最
上
川
水
運
定
綾
上
､
そ
の
堵
外
に
位
置
し
て
い
た
か
の
感
さ
え
あ
机
,
不
明
確
な
ま
ま
今

日
を
迎
え
て
い
る
｡

最
上
川
を
利
用
し
た
米
沢
薄
の
蔵
米
や
蔵
苧
の
川
下
げ
は
'
近
世
中
期
以
降
に
お
け
る
商
品
流
通
の
発
達
と
'
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
一

4

れ
た
領
主
財
政
の
窮
乏
打
開
の
意
図
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
聖

こ
れ
が

｢松
川
｣
沿
い
の

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
1

鈴
木

三
二
五



三
二
六

5

し
た
影
響
は
､
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
の
小
稿
で
は
'
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
'
米
沢
蒲
の
松
川
通
最
上
川
水
運
利
用
の
変
遷
と
､
そ
れ
が
五
百
川
農

民
に
与
え
た
影
響
を
'
可
能
な
限
り
実
証
的
に
考
察
し
た
い
と
思
う
｡

(
注

)

侶

工
藤
定
雄
氏

｢
近
世
中
期
湊
町
商
人
の
一
研
究
-
酒
田
本
間
豪
の
場
合
を
中
心
に
し
て
I
｣

(
『
山
形
大
学
紀
要
』
人
文
科
学
第
五
巻
第
四
号
)
'

横
山
昭
男
氏

｢
近
世
中
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
1
考
察
1
寛
政
四
年
幕
府
直
営
大
石
田
川
舟
役
所
の
設
置
を
中
心
と
し
て
;-
｣

(
『
歴
史

の
研

究
』
第

一
〇
号
)
'
梅
津
保

一
氏

｢
近
世
後
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
諸
閉
経
｣

(
『
山
形
県
の
考
古
と
歴
史
』
所
収
)
等
を
代
表
的
な
も
と
し
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
O

㈲

長
井
政
太
郎
氏
の
労
作

｢最
上
川
の
曳
船
宋
落
｣

(
『
地
理
学
』
第
三
巻
第

一
〇
号
)へ
｢最
上
川
の
舟
着
場
｣

(
『
交
通
…文
化
』

一
〇
二

六

･

潮

最
上
川
の
左
沢
よ
り
上
流
は
'
近
世
史
料
に
お
い
て

｢
松
川
｣
と
称
さ
れ
て
い
た
｡
例
え
ば

｢最
上
左
沢
桜
之
瀬
よ
り
畔
緒

迄
松
川
舟
道

(下
略
)｣

(天
保
六
年
海
野
権
四
郎
家
文
書
)
は
'
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
松
川
を
米
沢
薄
等
用
水
路
と
み
な
し
て
い
る
例
と
し
て

｢
(前
略
)

上
杉
弾
正
大
弼
様
御
物
成
米
之
儀
'
同
御
領
内
松
川
通
小
川
之
内

ハ
小
鵜
飼
御
幸
船
ヲ
以
'
酒
井
大
学
頭
様
御
領
内
左
沢
迄
御
川
下
被
成

(下
略
)
｣

(寛
政
三
年

｢御
吟
味
二
付
奉
申
上
候
書
付
｣

『
大
石
田
町
議
』
資
料
編
四
二
六
頁
)
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

刷

こ
の
点
に
関
し
て
'
横
山
昭
男
氏
前
掲
論
文
四
五
-
四
七
頁
'

｢
近
世
中
期
に
お
け
る
米
沢
蒋
財
政
の
構
造
-
明
和

･
寛
政
の
改
革
期
を
中
心
に
I

(
『
山
形
大
学
紀
要
』
人
文
科
学
第
七
巻
寛
三
号
)
五
九
-
六

二

七
〇
頁
'
藩
政
史
研
究
会
編

『
薄
制
成
立
史
の
綜
合
研
究
米
沢
蒲
』
が
詳
細
な
解

明
を
行
な
っ
て
い
る
｡

潮

前
掲

『
大
石
田
町
誌
』
資
料
編
所
収

｢
米
沢
御
用
米
御
川
下
先
年
被
仰
開
通
興
行
違
侯
二
村
御
雇
船
願
書
指
出
候
留
｣
は
'
こ
の
点
に
関
す
る
貴
重

1
八
号
)
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(黒
)

な
史
料
を
捷
供
し
て
い
る
｡



〓

1

近
世
の
五
百
川
地
域
は
､
慶
安
元
年
以
来
'
松
山
滞
左
沢
領
に
属
し
'
そ
の
概
要
は
第

一
図
や
第

一
表
に
み
る
如
く
松
川
の
緑
に
点
在
す

2

る

｢
山
か
た
困
窮
｣

｢御
年
貢
金
納
｣
の
小
村
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
こ
う
し
た
小
村
が
米
作
の
低
生
産
性
に
も
め
げ
ず
高
率
の
金
納
を
な

し
え
た
の
は
'
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
し
て
い
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

理
由
の
一
つ
は
'
松
山
蒲
の
奨
励
策
に
支
え
ら
れ

た
領
主
的
商
品
生
産
物
た
る
漆

･
青
苧

･
蚕
の
比
重

の
大
き
さ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
中
で
も
､
五
百

川
地
域
の
青
苧
は
'
最
上
青
苧
の
代
表
的
特
産
物
と

し
て
'
天
保
年
間
に
は

一
八
〇
駄

(
三
六
貫
目
造
り

一
駄
と
し
て
)
の
集
荷
量
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い

3
気

｢
大
概
書
下
｣
に
も
殆
ど
の
村
に

｢農
業
の
問

に
男
者
薪
を
敢
'
女
者
太
布
を
織
'
青
苧
作

-
也

す
｣
の
記
載
が
み
ら
れ
'
高
額
の
定
納
青
苧
役
が
剖

付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

も
う

一
つ
の
理
由
を
'
松
川
水
道
を
介
し
た
米
沢

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
-
鈴
木

五石川各村高 ･家数 ･人数

(注) 天明七年 ｢出羽国村山郡村 様々子大概書下｣により作成



三
二
八

藩
と
五
百
川
農
民
と
の
結
合
関
係
に
求
め
た
い
と
思
う
｡
そ
れ
は
'
米
沢
薄
が
蔵
米
や
蔵
苧
の
川
下
げ
を
実
施
す
る
に
際
し
'
川
筋
の
農
民

に
綱
手
道
と
普
請
労
役
を
課
し
通
船
路
を
確
保
し
た
い
と
い
う
領
主
の
意
図
と
､
そ
の
意
図
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
も
､
可
能
な
限
り
白

ら
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
農
民
の
対
応
関
係
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
先
ず
'
米
沢
薄
が
松
川
通
最
上
川
水
運
に
乗
り
出
し
て
く
る
理
由
と
そ
の
推
移
を
概
観
し
て
お
こ
う
｡

五 百 川 略 図第 1区l



聴
川
の
普
請

(元
禄

･
宝
永
期
)

米
沢
薄
が
蔵
米
や
蔵
苧
等
の
松
川
通
最
上
川
下
げ
を
実
施
す
る
の
は
'
元
禄
五
年
､
米
沢
蒲
御
用
商
人
西
村
久
左
衛
門
が
荒
砥

･
長
崎
間

の
普
請
を
し
た
時
か
ら
で
あ
る
｡

紺

(荒
)

普
請
の
目
的
は
奈
辺
に
あ
っ
た
か
､
西
村
の

｢
普
請
願
｣
に
よ
れ
ば
'

｢御
私
領

新

砥

よ
り
最
上
長
崎
迄
川
筋
難
所
普
請
仕
'
御
領
三
万

石
御
上
米
御
請
申
舟
積
仕
度
奉
存
侯
｣
が
第

一
の
目
的
で
､
そ
れ
が
成
就
す
る
L
と
に
よ
っ
て

｢
米
沢
葺
江
戸
御
台
所
米
舟
積
被
仰
付
可
被

下
置
候
､
左
様
に
御
座
候

へ
は
御
米
在
々
意
直
に
船
場
出
仕
'
米
沢
江
持
参
不
申
処
'
御
百
姓
余
慶
に
可
罷
成
奉
存
侯
｣

｢諸
事
商
物
'
舟

に
而
御
入
国
下
直
に
罷
成
'
御
国
の
宛
に
可
罷
成
与
奉
存
候
｣
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
こ
で

｢
御
領
三
万
石
｣
と
は
､
屋
代
郷
の
こ
と
で
'
屋
代
郷
は
寛
文
四
年
に
天
領
と
な
り
米
沢
藩
預
地
で
あ
っ
た
が
'
元
禄
二
年
以
降

は
直
轄
地
と
し
て
'
柘
殖
代
官
が
支
配
し
て
い
た
｡
屋
代
郷
城
米
は
板
谷
叉
は
新
宿
越
え
､
荒
浜
か
ら
海
路
江
戸

へ
輸
送
し
て
い
た
｡
西
村

は
､
松
川
通
最
上
川
水
運
の
利
用
に
よ
っ
て
'
そ
の
城
米
の
江
戸
輸
送
を
請
負
う
た
め
に
､
荒
砥

｡
長
崎
間
の
普
請
を
し
た
い
と
い
う
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
'
普
請
が
成
就
す
れ
ば
'
天
領
屋
代
郷
城
米
だ
け
で
な
く
､
米
沢
薄
江
戸
屋
敷
用
米
の
領
内
船
積
み
が
可
能
と
な
り
'
農
民

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
'
領
外
物
資
購
入
も
有
利
に
展
開
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
理
由
づ
け
は
､
寛
文
年
間
か
ら
定
法
を
持
つ
幕
府
主
導
の
最
上
川
水
運
に
'
西
村
と
米
沢
蒲
が
割
り
込
む
た
め
の
口
実
に
外
な
ら
な

か
っ
た
｡

そ
し
て
西
村
の
頁
の
ね
ら
い
は
､
米
沢
滞
蔵
米
等
の
中
央
市
場
搬
出
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
当
時
､
米
沢

5

薄
を
乗
り
巻
く
情
勢
は
'
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ

るV.
即
ち
'
交
通
の
優
に
恵
ま
れ
ぬ
米
沢
蒲
は
'
市
場
の
狭
陸
さ
故

に
'
領
内
で
の
米
価
が
極
め
て
低
廉
で
､
蔵
米
等
を
陸
送
に
よ
っ
て
酒
田
や
中
央
市
場
に
輸
送
し
て
も
'
多
額
の
収
益
を
期
待
で
き
な
か
っ

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
!
鈴
木



た
こ
と
｡
加
え
て
西
廻
海
運
が
整
備
さ
れ
る
に
伴
い
'
最
上
川
水
運
が

一
段
と
活
況
を
呈
し
,
米
価
が
騰
貴
し

た
た
め
､
米
沢
薄
蔵
米
を
水
運
利
用
に
よ
っ
て
酒
田
や
中
央
市
場
に
出
し
て
も
採
算
が
合
う
ま
で
に
な
っ
て
い

た
こ
と
｡
以
上
が
米
沢
蒲
を
し
て
'
蔵
米
等
の
中
央
市
場
搬
出
の
た
め
の
独
占
的
輸
送
路
確
定
に
踏
み
き
ら
せ

た
｡
し
か
も
'
そ
れ
が
､
西
村
の
遠
隔
地
商
人
兼
城
下
町
特
権
商
人
と
し
て
の
意
図
と
合
致
し
､
荒
砥

｡
長
崎

問
の
普
請
に
着
手
さ
せ
る
に
至
っ
た
｡

6

西
村
に
よ
る
屋
代
郷
城
米
等
の
請
負
輸
送
は
'
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
'
｢

岩

瀬
覚

草

に
詳
し
い

が

こ
こ
で
は

触
れ
な
い
｡
た
だ
西
村
が
請
負
輸
送
に
携
わ
っ
た
期
間
が
比
較
的
短
か
く
,
宝
永
七
年
に
は

｢故
あ

㈹

り
召
放
さ
れ
｣
'
船
四
十
八
般
船
具
共
'
米
沢
藩
に
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
,
横
山
昭
男
氏

は

｢彼

(西
村
-
筆
者
)
は
蒲
権
力
と
の
直
接
的
な
結
合
を
も
っ
て
､
米
沢
青
苧
あ
る
い
は
年
貢
米
の
上
方
及

び
江
戸
へ
の
独
占
的
販
売
権
を
掌
握
し
て
き
た
が
'
寛
文
期
以
降
'
と
く
に
元
禄
期
を
境
に
,
米
沢
領
内
お
よ

び
奈
良
市
場
に
進
出
し
た
新
興
商
人
と
の
競
争
が
激
化
す
る
に
従
い
'
蒲
に
対
す
る
多
額
の
負
債
が
返
還
不
能

8

と
な
り
､
蒲
が
か
か
る
旧
特
権
商
人
と
の
絶
縁
を
決
心
す
る
と
こ
ろ
に
起
き
た
間
野

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

藩
営
輸
送
へ
の
移
行

(宝
麿

･
安
永
期
)

宝
永
七
年
を
境
に
'
米
沢
蒲
蔵
米
等
の
最
上
川
下
げ
は
､
漕
営
と
な
る
が
'
こ
の
元
禄

｡
安
永
期
に
こ
そ
蒲

の
輸
送
体
制
､
中
で
も
松
川
通
り
の
整
備
が
進
行
す
る
｡
即
ち
､
糠
野
目

･
官

･
菖
蒲

(
正
部
)

･
左
沢
の
河

岸
建
設
並
び
に
官

･
菖
蒲

･
左
沢
へ
の
陣
屋
設
置
等
が
そ
れ
で
あ
る
｡
特
に
菖
蒲
に
は
陣
屋
を
置
き
,
そ
れ
に

米
穀
や
青
苧
を
収
納
す
る
倉
庫
二
棟
や
船
倉

･
造
船
所
を
附
属
さ
せ
る
と
共
に
､
船
の
発
着
に
必
要
な
堀
場
さ

米沢藩蔵米の最上川下げ量 (単位俵)第 2表

(注) 元禄,正徳年間は雑穀も含む｡｢最上川舟運の展開｣横山昭男氏執筆 (『山形市

史』中巻近世編第 26･29表等より)



9

え
設
け
て
い
&
.
こ
れ
ら
が
'
松
川
通
り
の
松
山
薄
左
沢
領
に
ど
う
か
か
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡

鯛

と
こ
ろ
で
､

｢
鶴
城
叢
書
｣

(国
政
談
の
項
)
に
は
､
当
時
の
船
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

｢
(前
略
)
む
か
し
京
都
の
西
村
と

●
●
●

い
う
も
の
'
菖
蒲
村
く
ろ
滝
の
岩
を
切
り
て
通
船
を
始
め
侯
よ
-
'
今
以
っ
て
年
穀
の
運
び
よ
ろ
し
く
侯
｡
然
る
に
そ
の
頃
の
舟
を
ひ
ら
だ

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

と
い
い
け
る
を
'
宝
暦
の
こ
ろ
也
'
森
平
右

二
門
小
鵜
飼
舟
の
事
に
心
を
く
だ
き
､

猶
叉
通
船
の
運
び
よ
ろ
し
く
相
成

り
侯

(下
略
)
｣

(傍
点
-
筆
者
)

即
ち
'
元
禄
か
ら
宝
暦
に
か
け
て
は

｢
ひ
ら
だ
｣
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
'
宝
暦
年
問
に
森
平
石
衛
門
の
努
力
に
よ
っ
て
小
鵜
飼
舟
が
導

入
さ
れ
'
通
船
の
健
が

一
層
良
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

時
を
同
じ
く
し
て
へ
宝
暦
三
年
米
沢
蒲
は
'
近
頃
最
上
川
筋
に
船
が
不
足
し
､
江
戸
屋
敷
用
米
の
輸
送
が
差
支
え
る
こ
と
を
理
由
に
'
手

船
六
娘
の
道
立
を
幕
府
に
願
い
出
て
い
る
｡
そ
し
て
､
道
立
し
た
手
船
六
娘
を
大
石
田
に
預
け
'
運
上
米
そ
の
他
諸
掛
り
は
定
法
の
通
り
町

力
一
,nT

般
同
様
に
差
出
す
こ
と
を
条
件
に
許
可
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
は
'
何
を
物
語

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

f1

確
か
に
最
上
用
船
数
は
減
少
し

､

そ
れ
が
米
沢
薄
の
蔵
米
等
川
下
げ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
即
ち
'
第
二
表
で
米
沢
薄

の
蔵
米
川
下
げ
量
を
み
れ
ば
'
元
禄
か
ら
正
徳
に
か
け
て
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
'
し
か
も
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
沖
出
し
で
あ
る
こ
と
が
伺

わ
れ
る
｡
こ
れ
は
､
中
央
市
場
た
る
上
方
等

へ
蔵
米
を
移
出
し
'
蒲
の
財
政
収
入
を
ふ
や
そ
う
と
す
る
米
沢
薄
の
廻
米
政
策

を
､
端

的

に

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
.
そ
の
た
め
に
こ
そ
米
沢
蒲
は
'
町
船
依
存
か
ら
'
能
率
的
な
小
鵜
飼
舟
を
採
用
し
､
手
船

へ
の
脱
皮
を
図

り
､
輸
送
手
段
を
強
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
れ
こ
そ
が
薄
営
輸
送
の
眼
目
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

E
･n
ur

な
お
､
こ
の
頃
の
事
情
を
物
語
る
史
料
に

｢要
情
秘

録

｣
が
あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
糠
野
目

･
酒
田
間
の
運
賃
等
の
定
法
を
図
示
す
れ
ば

お
よ
そ
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
｡

上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察

～
鈴
木



第 2図 栄沢藩を中心にした松川 ･最上川通船定法 (宝暦 ･安永期)

千 ･運賃 1俵当100文と諸品代 8文 6分

(積替) 正 部

飼

川 舟 (五百川)

(積替) 左 沢

･運賃 1俵当60文と諸品代 5文

･船頭,水主給 1人1日玄米 1升

と味噌40匁

･3′一4日懸 りの者に褒美銭 1般

100文

2升 6合と
束噂120匁

･蔵一(多七)と穀宿 (海野権四郎)へ定例米 8俵

づつ ･河役料年 5両 ｡綱手道地代 (5カ村

分)1両と銭25貫460文

J ･運賃100俵当3俵 (最上船)

蔵敷米100俵当5俵 ･村岡六

着衛門へ18俵

い 運賃100俵当4･5俵 (最上船)

ー
ー

l

酒 田

･運賃100俵当

俵
晴
眼

7
7.5
.

八日
入口入口

.月川
ふHmH点
川

田
上

酒
最
手

相

相川川u

･穀宿鐙屋惣右衛門,西野長兵衛両人へ金7両と

米 6俵,筆墨代 1貰文づつ (払米 手 数料金100

両当1両,仲買額次料金100両当1分)

･蔵敷米100俵当1俵

●東廻米100石当21両2分と永125文 t

●西廻 ′/ 21両と永75文 J

江戸

(注) 一過船路を示す｡ ｢要情秘録｣により作成

･米100石当

15両2分と

永93文

大阪



即
ち
､
松
川
-

小
鵜
飼
舟
'
最
上
川
-

漕
船
の
区
分
が
あ
り
､
米
沢
蒲
関
係
の
積
荷
は
'
左
沢
で
積
替
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
し
た
が

っ
て
'
中
継
河
岸
左
沢
に
は
'
米
沢
滞
陣
屋
が
設
置
さ
れ
て
い
た
｡
中
継
河
岸
と
い
う
点
で
は
正
部

･
大
石
田
も
同
様
で
あ
り
､
左
沢
は
海

野
権
四
郎
'
大
石
田
は
村
岡
六
着
衛
門
'
そ
れ
に
酒
田
は
鐙
屋
惣
看
衛
門

･
西
野
長
兵
衛
が
蔵
宿
に
任
命
さ
れ
て
い
る
｡
更
に
'
運
賃
は
酒

田

･
左
沢
間
で
'
酒
田
船
は
七
俵
､
最
上
船
は
七

･
五
俵
に
対
し
'
手
船
は
五

･
九
俵
と
安
価
で
あ
り
､
米
沢
薄
の
手
醸
造
立
策
も
う
な
づ

け
る
も
の
が
あ
る
｡

手
船
増
進

(天
明

･
寛
政
期
)

宝
暦

･
安
永
期
以
降
'
米
沢
薄
は
輸
送
力
強
化
の
た
め
に
手
船
道
立
策
を
更
に
推
進
し
､
最
上
川
船
差
配
制
度
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及

弼

ぼ
し
て
く

る
｡

鯛

先
ず
､
天
明
二
年
に
は
小
鵜
飼
舟
を
最
上
川
本
流
に
乗
下
し
､
そ
の
定
漆
無
視
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
更
に
'
天
明
八
年

｢締
小
鵜
飼

的

的

船
等
拾
襖
増
遣
致
度
段
｣
煩
い
出
て
い
る
｡

一
〇
襖
増
道
の
理
由
は
'
天
領
屋
代
郷
が
､
荒
浜
か
ら
酒
田
に
湊
智

に

な
っ
た
た
め
米
穀
の
川

下
げ
量
が
増
加
し
'
こ
の
ま
ま
で
は
町
雇
船
の
入
手
も
困
難
で
､
城
米
や
米
沢
稽
江
戸
屋
敷
用
米
の
輸
送
が
差
支
え
て
し
ま
う
､
と
い
う
も

･兄Y
.n
T

の
で
あ
っ
た
｡
次
い
で
'
三
年
後
の
寛
政
三
年
'
再
度

｢
新
規
締
式
拾
襖
遣

増

｣

を
煩
い
出
て
い
る
｡
理
由
は
､
天
明
八
年
の
一
〇
娘
増
道

と
殆
ど
同
じ
で
､
や
は
り
'
町
雇
船
の
不
足
に
よ
る
天
領
屋
代
郷
城
米
並
び
に
米
沢
蒲
江
戸
屋
敷
用
米
輸
送
の
差
支
え
を
挙
げ
て
い
る
｡

結
局
､
元
禄
五
年
以
来
の
'
城
米
並
び
に
江
戸
屋
敷
用
米
輸
送
と
い
う
大
義
が
手
船
増
遣
願
に
も
活
用
さ
れ
'
天
明
八
年
の
一
〇
鯉
増
遣

及
び
寛
政
三
年
の
二
〇
腰
増
道
が
承
認
さ
れ
て
い
る
｡

一
見
強
引
と
も
受
け
と
れ
る
米
沢
蒲
の
手
船
増
造
策
を
支
え
て
い
た
も
の
は
､

一
体
何
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

鯛

寛
政
四
年
の

｢樹
畜
建
議
並
衆
評
｣
の
中
で
六
郎
兵
衛
は
､
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡
港
内
の
米
の
生
産
量
が
増
加
す

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
-

鈴
木



三
三
四

る
の
は
米
価
が
高
い
か
ら
で
あ
る
｡
米
価
を
高
く
す
る
に
は
四
境
と
の
輸
送
の
俊
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡
輸
送
の
優
が
良
く
な
れ
ば
'
手
余

地
の
耕
作
等
に
も
自
然
と
心
力
を
尽
し
､
生
産
量
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
､
四
境
と
の
輸
送
の
健
を
良
く
す
る
方
策
を
た
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

米
沢
薄
の
米
穀
増
産
計
画
は
'
輸
送
手
段
の
強
化
策
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
線
に
沿

っ
て
手
船
の
増
造
計
画
が
進
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
深
い
意
味
か
ら
横
山
昭
男
氏
は
､

｢
米
沢
薄
手
船
増
遇
は
寛
政
改
革
の
一
環
と
し
て
の
領
主
的
米

監

穀
輸
送
強
化
策

｣

で
あ
っ
た
と
の
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡

後
期
の
水
運
史
料

手
船
を
中
心
と
し
た
米
沢
薄
の
薄
営
輸
送
が
､
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
､
今
の
と
こ
ろ
明
確
に
は
な
し
え
な
い
｡
し
か
し

｢
鐙

･かりム

谷
宏
文
争F

が
'

1
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
そ
う
な
気
が
す
る
｡

そ
の
詳
し
い
分
析
は
'
今
後
に
待
つ
と
し
て
'
こ
こ
で
は
文
久
三
年
'
酒
田
湊
に
お
け
る
蔵
米
の
水
場
高
と
そ
の
処
分
問
題
に
ふ
れ
て
お

こ
う

｡
先
ず
'
第
三
表
出
か
ら
明
ら
か
に
な
る
点
を
列
挙
す
れ
ば
'
次
の
よ
う
に
な
る
0

蔵
米
の
川
下
げ
は
'
二
月
中
旬
の
一
派
か
ら
七
月
初
の
三
派
ま
で
'
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
｡
酒
田
着
の
周
期
は
三

十
五
日
前
後
で
'
左
沢
か
ら
の
輸
送
と
思
わ
れ
る
｡
船
数
と
米
俵
数
か
ら
勘
案
し
て
'

一
般
二
二
〇
倍
積
前
後
の
四
人
乗
躍
と
な
り
'
そ
れ

が
各
派
と
も
二
〇
娘
規
模
で
輸
送
に
当
っ
て
い
る
｡
積
荷
は
､
ニ
ー
四
月
に
か
け
て
蔵
米
が
中
心
で
あ
り
'
後
に
蔵
苧
が
加
わ
っ
て
く
る
｡

更
に
前
掲
第
二
表
と
合
わ
せ
考
え
る
と
'
蔵
米
川
下
げ
量
は
'

1
万
俵
前
後
に
固
定
化
す
る
傾
向
を
み
せ
て
い
る
｡
ま
た
､
上
乗
や
将
来

の
構
成
も
固
定
的
で
'
寛
政
期
以
降
強
化
さ
れ
た
手
船
に
よ
る
蒲
営
輸
送
体
制
が
'
文
久
年
間
ま
で
持
続
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ



第 3表(1)米沢藩蔵栄 (苧)の水楊高 (文久三年)

12,366I330計

｢米沢御用帳｣ (鐙谷家文書 『酒田市史』資料篇四)より作成

せ
る
｡

こ
こ
で
'
米
沢
薄
手
棺
関
係
に
の
み
見
ら
れ
る

｢
将
来
｣
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
｡
第
三
表

用
の
将
来
は
'
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

文
久
三
条
亥
年

上
乗

船
山
寿
平
殿

二
月
十
五
日
清

将
来
与
蔵
達

二

米
九
百
弐
拾
俵

四
娘
積
合
如
上

(以
下
略
)

ま
た
'

『
荒
砥
町
誌
』
安
政
五
年

｢
御
請
状
之

狗
事
∪
に

｢
達
頭
将
来
は
下
知
を
相
守
於
左
沢
登
船

相
滞
串
間
敷
侯
｣
と
い
う

一
項
が
あ
り
'
六
名
の

将
乗
と
平
船
頭
中

(
二
〇
名
)
が
'
正
部
陣
屋
に

差
出
し
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
｡
六
名
の
将
来
と

は
'
民
助

･
吉
左
衛
門

｡
運
蔵

･
源
吾

･
左
十

･

披
助
で
あ
る
｡

以
上
か
ら
､
米
沢
薄
手
棺
に
み
ら
れ
る

｢
将
来
｣
は
'

｢
直
釆
｣
と
違
い
､

｢
達
｣

(屋
内
)
の
頭
船
頭
で
あ
り
'
滞
差
廻
し
の
上
乗
が

積
荷
の
管
理
に
あ
た
る
の
に
対
し
'
船
頭

･
水
主
の
監
督
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
を
図
示
す
れ
ば
第
三
図
の
よ
う
に
な
る
で
あ

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
1

鈴
木



第 3図 米沢藩手船の達

′一一一~~~~~蓮丁 ー一一一一i:!lヽ
＼

船頭 ＼＼
領内(1-2)＼＼､
領外雇(1-2)､､､

水主(1-2) ＼､＼

上乗船川寿平
将乗輿蔵

′′

/

/ノ

/

＼＼
ヽヽ

一一一一一_____一一一-′

三
三
六

ろ
う
｡

即
ち
'
各
派
共
'
お
よ
そ
五
つ
の
達
か
ら
な
り
'

一
つ
の
達
は
岬
四
鯉

で
上
乗

一
人
'
将
来

一
人
､
船
頭
入
-
一
〇
人
､
水
主
四
-
六
人
程
度
の

規
模
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

し
か
も
'
寛
三
表
用
の
将
来
と

『
荒
砥
町
誌
』
の
そ
れ
と
は
､
安
政
と

文
久
と
い
う
比
較
的
接
近
し
た
年
代
に
あ
り
な
が
ら
､
共
通
し
て
い
る
者

が

一
人
も
い
な
い
点
か
ら
'
第
三
図
の
最
上
川
-
蹄
に
お
け
る
よ
う
な
構

成
が
､
松
川
-
小
鵜
飼
舟
に
も
み
ら
れ
､
夫
々
専
門
的
に
､
最
上
川
と
松

川
に
分
か
れ
通
船
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
'
松
川
で
は
領

内
か
そ
の
付
近
の
通
船
の
た
め
'
達
が

一
つ
一
つ
独
立
し
'
将
来
が
全
責

任
を
と
っ
た
も
の
ら
し
く
､
上
乗
は
見
当
ら
な
い
｡

(後
掲
第
五
表
参
照
)

と
こ

ろ
で
､
酒
田
湊
に
到
着
し
た
米
沢
薄
の
蔵
米
や
蔵
苧
は
､

一
旦
蔵

宿
鐙
谷
に
収
め
ら
れ
た
が
､
そ
れ
が
ど
う
処
分
さ
れ
た
か
'
蔵
米
を
中
心

と
し
た
寛
三
表
価
で
考
え
て
み
よ
う
｡

′
ノーー
ー-
l
l
-
-I

そ
れ
が
'
尾
関
叉
兵
衛

･
内
匠
屋
七
右
衛
門

文
久
三
年
の
場
合
､
蔵
米

一
万
二
千
俵
は
酒
田
払
米
と
な
り
'
し
か
も

工
藤
七
左
衛
門
の
三
名
に
集
中
し
て
い
る
｡
中
で
も
'
尾
関
は
四
千
八
〇
〇
俵
余
を
払
受
け

濫

て
い
る
が
'
そ
れ
は
､
尾
関
の

｢
米
沢
藩
新
潟
廻
米
蔵
宿

｣
の
機
能
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
う
し
て
､
払
米
代
金
八
千
四
二
六

両
余
を
受
け
板
る
が
､
支
出
を
み
る
と
'
そ
の
約
八
五
%
が
本
正

(本
間
正
三
郎
)
に
支
払
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
収
支
勘
定

で
三
十



第 3表(2) 米沢藩蔵米の処分 (文久三年)

収 入

丙 歩 朱 文

3,235.3.1ト559

2,362.1.0ト852

1,381.3.1t153

684.2.21､401

651.2.3ト388

121.1.2ト343

5.3 ト178

1.1.11､133

2.2.2ト267

尾関 叉 兵 衛払米

内匠屋七着正門 /′

工藤 七左工門 ′/

奥村 七 三 郎 /′

玉屋 久着荷門 ′′

越後屋 長次郎 〝

あら町 増 山 ′/

本 間 信九郎 //

㊤ 店 方 〝

計 1 12,573I 8,426,2 ト274

6,828両 251文

873 3歩 5朱 51

40

200

50

100

334 0 3 42

8,390 2t344

本 正 殿 預

鐙 屋 預

小屋 十石工門渡

増 山 氏 渡

(清水)小屋利兵衛渡

村 岡 喜 入渡

役 所 上 納

計

他に鐙谷より (鑑代分預等にて)上納 907両

(注)第三表(1)の水場高と計数に不合がある｡文久三年 ｢米

沢御用帳｣ (鐙谷家文書 『酒田市史』史料篇四)より作成

六
両
余
の
黒
字
に
み
え
る
が
'
支
出

中
に
鐙
谷
か
ら
の
臨
時
上
納
分
を
数

え
る
と
､
蔵
米
の
収
支
は
八
五
〇
両

余
の
赤
字
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
勿

論
､
史
料
的
に
不
備
で
'
蔵
米
だ
け

で
な
く
蔵
苧
を
も
含
め
た
全
体
の
収

支
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
t
他

の
蔵
宿
西
野
長
兵
衛
と
の
関
係
も
あ

る
が
､
第
三
表
出
榔
か
ら
は
'

一
応

次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
そ
う
に
思
わ

れ
る
｡
即
ち
'
文
久
三
年
に
お
け
る

米
沢
薄
の
蔵
米
川
下
げ
は
'
酒
田
湊

商
人
へ
の
払
米
が
中
心
で
あ
り
t
L

か
も
そ
の
代
金
の
殆
ど
が
､
本
間
家

へ
の
返
済
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
米
沢
薄
財
政
が
本
間
家
を
中
心
と
し
た
商
業
資
本

へ
､
強

く
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(注
)

川
潮

天
明
七
年

｢
出
羽
国
村
山
郡
村
々
様
子
大
概
書
下
｣

(松
山
町
教
育
委
員
会
蔵
)
近
世
の
お
お
よ
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
う
O

㈲

今
田
信

一
氏

｢
左
沢
酒
井
薄
領
の
青
学
専
売
制
｣

(
『
山
形
史
学
研
究
』
第
七
号
)

一
〇
三
頁

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
1
考
察

-
鈴
木



C3)鋤 組 佃 ag)個 鯛 a6)a5)掴 (13) a2日11川 O)(9日8日7日6日5日4)

三
三
八

元
禄
五
年

｢
川
通
普
請
留
｣

(
『
山
形
県
史
』
巻
二
)
四
八
八
-
四
九
二
頁

『稽
制
成
立
史
の
綜
合
研
究
』
第
五
章

｢
城
下
町
の
械
能
と
領
域
市
場
｣

(横
山
昭
男
氏
執
筆
)
六
四
〇
-
六
八
七
頁

元
禄
七
年

『山
形
県
史
』
巻
二

五

一
〇
-
五

一
二
頁

『
山
形
県
史

･
鶴
城
叢
書
下
』

(背
曝
の
項
)
六
五
頁

前
掲

『
蒲
制
成
立
史
の
綜
合
研
究
』

(横
山
昭
男
氏
執
筆
)
五
九
五
頁

長
岡
規
短
雄
編

『
荒
砥
町
誌
』

二
五

1-
二
頁

前
掲

『
山
形
県
史

･
鶴
城
叢
書
下
』

七
〇
六
頁

『
西
村
山
郡
史
』
四
巻

五
六
-
七
頁

梅
津
保

一
氏

｢
近
世
後
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
諸
問
題
｣

(
『
山
形
県
の
考
古
と
歴
史
』
所
収
)
二
三
八
頁
に
よ
れ
ば
最
上
船
数
は
元
禄

一
六

年
二
九
二
娘
'
享
保
六
年

一
九
〇
般
'
宝
暦
十

1
年

二
一〇
般
と
な
っ
て
い
る
｡

前
掲

『山
形
県
史

･
鶴
城
叢
書
下
』
六
四
1
J-
二
頁

横
山
昭
男
氏

｢
近
世
中
期
に
お
け
る
最
上
川
水
運
の
1
考
察
｣

(
『
歴
史
の
研
究
』
第

1
0
号
)
四
五
～
七
頁

長
井
政
太
郎
氏

『
大
石
田
町
誌
』
資
料
編
二
三
七
頁

寛
政
三
年

｢
柴
橋
御
役
所
ニ
テ
五
ケ
分
御
寄
合

ニ
テ
御
吟
味
井
御
窺
御
吟
味
書
写
｣

(前
掲

『
大
石
田
町
誌
』
)
四
二
五
頁

天
明
七
年

｢
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
侯
御
事
｣

(下
和
田
村
文
書
)
梅
津
保

一
氏
よ
り
借
覧

寛
政
三
年

｢御
吟
味
二
付
奉
申
上
候
書
付
｣

(前
掲

『
大
石
田
町
議
』
)
四
二
七
頁

前
掲

『
山
形
県
史

･
鶴
城
叢
書
下
』
七
五
五
頁

同
氏
'
掴
論
文
四
六
頁

『
酒
田
市
史
』
史
料
篇
四
に
'
文
政
元
年

(
?
)

｢
米
沢
御
米
勘
定
入
｣
'
文
久
三
年

｢
米
沢
御
用
帳
｣
'
慶
応
元
年
同
等
が
所
収
さ
れ
て
い
る
｡

前
掲

『
荒
砥
町
誌
』
二
六
〇
頁

｢
諸
事
控
｣
山
田
家
文
書

(前
掲

『
酒
田
市
史
』
史
料
篇
四
)

二

四
頁



三

米
沢
薄
の
松
川
通
最
上
川
水
運
利
用
は
'
前
節
で
み
た
よ
う
に
､
港
内
の
情
勢
と
手
船
道
立
の
関
係
を
中
心
に
'
ほ
ぼ
四
期
に
区
分
で
き

そ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
こ
と
が
､
松
川
沿
岸
の
松
山
滞
左
沢
領
の
村
々
に
'
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
'
米
沢
蒲
の
左
沢
陣
屋
設
置
並
び
に
通
船
路
確

保
策
と
そ
れ
に
対
す
る
五
百
川
農
民
の
対
応
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
｡

米
沢
藩
左
沢
陣
屋

米
沢
薄
が
'
最
上
川
と
松
川
の
合
流
点
左
沢
河
岸
に
'
陣
屋
を
設
置
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡
こ
こ

で
は
'
そ
の
陣
屋
設
置

前
後
の
事
情
を
'
次
の
二
つ
の
史
料
か
ら
考
え
て
み
よ
う
｡

1

地

所

借

請

申

事

1
､
米
沢
上
米
江
戸
御
廻
米
随
而
酒
田
表
江
御
払
米
最
上
川
下
ケ
被
成
度
御
評
判
之
所
､
野
生
罷
下
り
川
筋
切
開
き
通
船
自
由

二
相
成
申

(請
)

ニ
付
､
私
御

受

負

二
而
御
下
米
板
量
居
候

二
付
'
其
初
当
御
陣
屋
之
儀

ハ
御
手
許
地
所
二
御
座
候
得
者
'
抱
地
二
而
借
請
仕
陣
屋
蔵
所

相
建
候
得
共
､
当
所
不
案
内
之
私
'
船
頭
名
主
等
相
雇
候

こ
も
都
而
不
勝
手
故
'
貴
殿
相
頼
大
舟
木
口
通
り
判
等
'
何
儀

こ
よ
ら
す
御

(マ
マ)

頼
い
た
し
侯
'
御
通
船
無
滞
相
始
ル
'
尤
私
用
切
開
キ
侯
訳
､
最
上
領
御
領
私
領
共

二
御
領
主
く

御
使
者
を
以
､
御
頼
之
訳
江
戸
表

江
之
御
頼
書
､
正
部
陣
屋

二
有
之
'
右
地
方
借
請
申
候
所
実
正
二
御
座
候
へ
為
後
日
之
依
而
如
件

元
禄
五
年
正
月

西
村
久
左
衛
門

⑳

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
!
L鈴
木



海
野
権
四
郎
殿

三
四

〇

こ
れ
は
'

｢屋
代
郷
城
米
江
戸
廻
米
並
び
に
酒
田
払
米
を
､
西
村
が
請
負
輸
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
れ
に
つ
け
て
も
左
沢
陣
屋
や
蔵

が
必
要
で
'
そ
の
た
め
海
野
権
四
郎
家
の
所
有
地
を
抱
地
と
し
て
借
り
受
け
た
い
｡
ま
た
､
不
案
内
の
土
地
柄
で
あ
る
か
ら
'
船
頭
雇
へ
大

舟
木
口
番
所
へ
の
通
判
等
の
世
話
も
あ
な
た
に
お
願
い
し
た
い
｡｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

元
禄
五
年
正
月
は
'
西
村
が
松
川
通
り
普
請
膜
い
を
差
し
出
す
半
年
以
前
で
あ
り
､
陣
屋
や
蔵
の
設
置
等
'
松
川
通
普
請
直
前
の
様
子
を

物
語
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
｡

2

も
う

l
つ
の
史
料
は
､
第
四
図
に
み
る
如
く
'
宝
永
八
年

｢米
沢
蒋
左
沢
陣
屋
絵
図
十
で
あ
る
｡
図
に
よ
れ
ば
､
東
西
二
〇
間
へ
南
北
四

〇
間
'
約
八
〇
〇
坪
の
抱
地
に
'
穀
宿

(役
所
を
兼
ね
た
と
思
わ
れ
る
)
海
野
権
四
郎
家
'
蔵
三
棟
､
塩
入
小
屋
'
蔵
守
屋
が
並
び
'
中
央

に
米
掛
小
屋
が
配
置
さ
れ
て
い
る
｡
河
岸
に
面
す
る
東
正
面
に
は
'
冠
木
門
が
あ
り
柴
垣
が
周
囲
を
め
ぐ
っ
て
い
る
｡
蔵
は
梁
間
三
間
､
行

3

間

一
〇
問
､
高
さ

一
文
二
尺
程
度
で
､
外
に
'
塩
入
小
屋
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
米
掛
小
屋
は
後
の
史
料
で

｢
斤
梁
小
屋
｣
と
な
っ

て
お
り
'
こ
こ
で
貫
目
改
め
を
し
た
上
で
'
米
塩
等
が
収
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
以
上
'
陣
屋
の
概
要
を
知
り
う
る
が
'
こ
こ
で
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
'
元
禄
五
年
の
西
村
の
史
料
と
宝
永
八
年
の
絵
図
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

他
の
史
料
に

｢拙
者

(海
野
権
四
郎
-
筆
者
)
先
祖
所
持
之
舟
屋
敷
絵
図
面
差
上
置
侯
通
'
宝
永
年
中
御
抱
地
二
被
為
成
侯

二
付
'
御
国
元

之
町
米
二
而
弐
拾
俵
ツ
､
年
々
被
成
下
'
御
陣
屋
守
被
仰
付
御
給
鏡
壱
ケ
年
分
三
拾
貰
文
､
外

二
御
手
当
金
弐
歩
卜
弐
百
文
ツ
､
被
成
下
'

4

居
宅
之
儀
者
御
大
料
を
以
御
補
理
被
成
下
､
御
舟
御
用
出
情
相
勤
罷
在
中

(下
略
)J

と
あ
る
｡

以
上
か
ら
､
米
沢
薄
左
沢
陣
屋

(舟
屋
敷
と
も
い
っ
た
)
は
'
元
禄
五
年
か
ら
宝
永
に
か
け
西
村
の
手
に
よ
っ
て
建
築

･
整
備
さ
れ
'
絵

図
の
よ
う
に
な
っ
た
が
'
宝
永
七
年
､
西
村
の
請
負
輸
送
か
ら
蒲
営
輸
送
へ
と
移
行
す
る
際
､
米
沢
蒲
に
接
収
さ
れ
て
し
ま
う
｡
し
た
が
っ



米 沢 藩 左 沢 陣 屋 略 図第4図

紙上ILl
東

(注) 海野権四郎家所蔵絵図による｡

白
田

(裏
書
)

表
書
絵
図
之
通
西
村
久
左
衛
門
抱
屋
敷
二
而
此
高
六
斗

五
升
五
合
御
帳
面
相
違
無
御
座
候

宝
永
八
年
二
月

町
大
庄
屋

海
野
権
四
郎

芳
賀
勘
兵
衛

て
､
先
き
の
絵
図
は
､
米
沢
港
が
陣
屋
を
接
収
す
る
に
当
っ
て
'

大
庄
屋
に
差
し
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
｡

同
時
に
米
沢
港
は
'
海
野
権
四
郎
を
陣
屋
守
に
任
命
し
'
地
代

と
し
て
年
に
町
米
十
二
俵
'
給
銭
年
に
三
〇
貰
文
'
手
当
米
金
弐

歩
卜
弐
育
文
を
支
払
っ
て
い
る
｡

こ
の
左
沢
陣
屋
に
､
米
沢
蒲
は
陣
屋
役
を
派
遣
し
'
時
に
は
横

目
を
巡
視
さ
せ
て
い
る
｡

そ
の
外
､
陣
屋
に
雇
わ
れ
河
岸
の
荷
役
労
働
に
携
わ
っ
た
丁
持

が
い
た
が
､

｢
宝
暦
年
中
拙
者
共
祖
父
代
始
メ
テ
水
場
丁
持
I
と

な
い
奉
願
上
､
御
陣
屋
下
夕
川
岸
葺
御
米
壱
俵
二
付
水
場
銭
三
文

5

ツ
､
ニ
而
御
蔵
入
仕
来
り
候

(下
g
)
｣
と
あ
る
点
か
ら
､
丁
持

が
左
沢
河
岸
に
登
場
し
て
く
る
の
は
､
宝
暦
頃
だ
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
､
丁
持
の
出
身
階
層
は
､

｢御
運
送
車
ハ
他
領
江
手
間
坂
り

こ
も
不
被
罷
出
'
勿
論
自
分
田
作
等
も
手

1
ツ
ぱ
い
こ
仕
込
ミ
供

6

事
も
今
以
不
相
夙
｣
と
あ
る
よ
う
に
へ
農
作
業
の
傍
'
他
領
へ
手

間
頼
り
に
出
か
け
る
貧
農
層
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
｡

先
き
に
み
た
如
く
'
宝
暦
年
問
'
米
沢
薄
は
､
手
船
六
鯉
を
造

最
上
川
上
流
に
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三
四
二

鵜
飼
舟
と
蹄
の
通
船
区
分
が
確
立
L
t
左
沢
が
中
継
河
岸
と
し
て
栄
え
て
く
る
｡
こ
れ
が
､
輸
送
物
資
の
積
替
え
業
務
専
門
の
丁
持
が
誕
生

し
て
く
る
背
景
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
以
上
を
要
約
し
て
お
こ
う
｡

①

米
沢
滞
左
沢
陣
屋
は
'
西
村
の
手
に
よ
っ
て
元
禄
期
に
原
型
が
出
来
上
り
'
宝
永
七
年
以
降
の
蒲
営
輸
送
'
宝
暦
年
問
の
手
棺
道
立
や

小
鵜
飼
舟
の
導
入
'
丁
持
の
登
場
な
ど
を
経
て
'

一
層
整
備
さ
れ
て
き
た
｡

②

米
沢
蒲
左
沢
陣
屋
の
機
能
は
､
積
荷
の
中
継

･
保
管
に
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
米
沢
蒲
は
'
横
目
や
陣
屋
役
を
派
遣
し
'
彼
等
に
陣
屋
守

･
蔵
守

･
船
頭
を
監
督
さ
せ
'
円
滑
な
通
船
を
図
ろ
う
と
し
た
｡

③

陣
屋
守
に
は
'
松
山
蒲
左
沢
領
内
の
有
力
者
を
任
命
し
'
彼
に
'
水
揚
さ
れ
た
物
資
の
保
管
や
蔵
守

･
丁
持
の
指
図
を
さ

せ
る
と
共

に
'
通
船
路
付
近
の
農
民
と
の
連
絡
'
利
害
調
整
に
当
ら
せ
た
｡

通
船
差
配
役

五
百
川
地
域
は
'
左
沢
陣
屋
と
正
部
陣
屋
の
ほ
ぼ
中
間
'
米
沢
蒲
と
松
山
滞
左
沢
領
の
境
目
に
位
置
し
'
松
川
水
運
上
'
い
く
つ
も
の
難

所
を
抱
え
て
い
た
｡

し
た
が
っ
て
米
沢
薄
は
'
こ
こ
に
通
船
差
配
役
を
置
き
'
通
船
条
件
の
整
備
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡

通
船
差
配
役
の
任
務
は
'

｢船
子
雇
方
井
川
通
綱
手
切
道
或
着
用
行
魚
梁
仕
掛
難
場
差
障
り
相
成
分
'
其
外
不
時
之
難
破
舟
都
而
御
差
国

㈹

有
之
刻
者
､
紛
骨
砕
身
を
使
侯
而
御
指
文
等
無
之
様
板
斗
仕
｣
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
即
ち
､
大
別
す
れ
ば
､

｢船
子
雇
｣
と

｢
通
船
の

差
し
支
え
を
な
く
す
こ
と
｣
で
あ
り
'
後
者
に
は
'
綱
手
道
の
整
備
､
魚
梁
等
の
除
去
並
び
に
難
破
船
の
処
理
等
が
含
ま
れ
て
い
た
｡

ま
た
'
松
山
薄
左
沢
領
大
舟
木
口
番
所
へ
差
出
す
通
判
の
作
成
も
､
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
ら
し
く
'
次
の
よ
う
な
通
判
雛
形
が
見
受
け



ら
れ
る
｡

8
敬

一

､

小

鵜

飼

棺

何
般

帽
子
何
十
何
人

右
者
米
沢
様
葺
毎
年
之
通
用
御
普
請

二
而
乗
下
申
侯
処
'
今
般
登
船

二
付
其
御
表
御
改
御
通
可
被
下
僕

以
上

何
ノ
何
月
何
日

佐
所
長
兵
衛

大
舟
木
口
御
番
所

文
言
に
は
二
通
り
あ
り
､
別
の
文
言
で
は
右
の

｢
川
御
普
請
｣
が

｢
出
米
積
下
｣
と
な

っ
て
い
る
｡

更
に
'
蔵
米
の
川
下
げ
中
滞
米
が
出
る
と
払
米
に
す
る
の
が
通
例
で
へ
そ
の
取
り
扱
い
も
'
通
船
差
配
役
の
任
務
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
滞

9

米
の
払
下
げ
は
臨
時
的
な
も
の
で
､
外
に
'
五
百
川
の
農
民
は
､
夫
食
米
と
し
て
'
米
沢
薄
に
毎
年
の
よ
う
に
払
米
を
要
求
し
て
い
&
.
払

米
の
値
段
は

｢
酒
田
相
場
｣
を
基
準
に
し
'
そ
れ
よ
り
運
賃
や
小
川
送
り
銭
を
差
引
い
た

｢左
沢
表
値
段
｣
に
よ
っ
た
が
'
左
沢
の
米
価
は

的

酒
田
に
比
し
て
､

一
〇
両
当
り
九
俵
前
後
安
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
通
船
差
配
役
は
米
相
場
を
念
頭
に
お
い
て
'
米
沢
蒲
と
農

民
と
の
仲
立
ち
を
す
る
の
が
常
だ

っ
た
か
ら
､
蔵
宿
の
性
格
も
備
え
て
い
た
と
み
て
よ
い
｡

以
上
'
五
官
川
地
域
に
み
ら
れ
る
米
沢
滞
通
船
差
配
役
は
'
船
子
雇
と
通
船
の
た
め
に
障
害
物
を
除
き
'
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
任
務
を

中
心
に
'
米
沢
薄
と
五
百
川
農
民
と
の
仲
介
役
と
な
っ
て
い
た
｡
こ
の
意
味
で
は
'
最
上
川
本
流
の
舟
差
配
役
と
趣
を
異
に
す
る
｡

帥

一
石
楢
村
の
佐
竹
長
右
衛
門

(長
兵
衛
)
は
'
代
々
通
船
差
配
役
を
勤
め
て
い
る
が
'
始
期
は
'
佐
竹
が
大
庄
屋
に
な
っ
た
宝
永

･
正
徳

期
と
推
定
さ
れ
る
｡

な
ぜ
な
ら
､
左
沢
陣
屋
守
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
'
米
沢
蒲
は
松
山
稽
左
沢
領
の
大
庄
屋
役
の
者
を
利
用
し
て
､
唱

最
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三
四
四

昭

保
し
ょ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
'
ま
た
､
西
村
の
請
負
輸
送
時
代
に
は

｢
川
筋
世
話
人

｣

が
お
り
'
宝
永
年
問
以
降
'
滞
営
輸
送
と
な

っ
て
か
ら
は
､
そ
れ
が

｢
通
船
差
配
役
｣
と
改
称
さ
れ
た
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

綱

手

道

五
百
川

一
帯
は
､
松
川
通
最
上
川
水
運
上
'
曳
棺
地
域
で
あ
り
'
登
棺
に
際
し
曳
き
登
る
必
要
が
あ

っ
た
た
め
､
沿
岸
に
は
綱
手
道
が
つ

卵割,nT

く
ら
れ
た
｡
宝
永
四
年
の
史
料
に
よ
る
と
､
能
中
村
百
姓
与
三
郎
が
'

二

川
原
上
下
地
崎
八
丁
除
横
三
間
漆
木
弐
拾
本

一
､
銚
子
口
上
下
弐
百
六
拾
三
間
露
切
道
下

二

宏
之
下
弐
丁
拾
五
問
横
三
間
ぞ
う
木
五
拾
本

の
三
カ
所
を
'
川
筋
世
話
人
鈴
木
権
三
郎
を
通
じ
'
金

一
〇
両
で
正
部
陣
屋

へ
売
払

っ
て
い
る
｡
宝
永
四
年
と
い
え
ば
'
蒲
営
輸
送
に
移
行

す
る
直
前
で
､
綱
手
道
の
整
備
状
況
を
示
し
て
い
る
｡
綱
手
道
に
は
'
こ
の
よ
う
に
米
沢
薄
が
買
上
げ
た
も
の
と
､
借
上
げ
て
地
代
を
払

っ

た
も
の
と
の
二
種
類
あ
る
が
､
川
の
沿
岸
は
共
有
地
が
多
い
関
係
か
ら
､
後
者
が
大
部
分
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
｡
(第
四
表

｢
地
代
｣
参
照
)

網
手
道
は
､
川
欠
や
雪
害
に
あ
い
'
ま
た
草
木
の
繁
茂
等
'
整
備

｡
修
復
が
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
た

め
米
沢
蒲

は
､
通
船
差
配
役
に
命
じ
'
年
々
川
筋
の
村
々
か
ら
人
足
を
差
し
出
さ
せ
'
そ
の
普
請
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
｡

第
五
表
に
よ
る
と
､
安
永
か
ら
天
保
に
か
け
て
'
定
例
の
人
足
は

一
八
五
人
､
賃
銭
は

一
四
貰
八
〇
〇
文

(
一
人
当
り
八
〇
文
)
と
固
定

さ
れ
て
い
る
｡
地
代
や
他
の
諸
経
費
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
｡

紬

し
か
し
､
天
明
七
年
に
は
'

｢
去
冬
大
雪

二
付
､
当
春
網
手
遠
別
而
欠
落
､
勿
論
田
畑
之
障
り
罷
成
山
押
所
々
｣
と
の
理
由
か
ら
'
増
人

､可
･】n
T

足
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
天
保
二
年
に
は

｢
酒
田
下
米
御
延
引
被
遊
侯

二付

｣

､
人
足

｡
地
代

･
諸
経
費
共
に
'
半
減
さ
れ
て
い
る
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人

足

地

代

村

村

村

村

村

村

村

村

相

通

中

釜

瀬

程

木

巻

野

谷

.

野

丹

野

津

川

能
赤

頚

栓

大

助

雪

宇

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

口

釜

櫓

木

程
谷

野

掩

巻

沼

草

宿

石

舟

津

野

ツ

宮

水

赤

一
大
松

雪

宇

大

助

入

貢

上

小 計

大舟木村綱手楠木代

能 中 村 ′′

覆 角 先 掛 代

大 滝 瀬 稲 荷 祭 礼

舟 渡 村 渡 船 網 代

差 配 役 給 米

水 口村 松 程 村 桐
桑 材 代

小 計

合 計

綱 手 道 の 人 足 ･地 代

安 永 7年 匝明7年や 年増人可 天 保 2 年

人5

7

0

2

2

0

8

2

2

3

4

1

41

5貫

5

3

4

2

3

文

1

500

500

760

300

500

=

t

2分

13人

17

19

1

8

6

3

2

3

1

1

1

2

23貫560可 轡 060可 13%380文

100文

300

880

500

15

1.500

1分

1貫

1.500文

7.500

2分 ト1貫780文

2分 ト40貫140文

2分 ト18貫280文
2分 ト69寛140文

(注) ｢御大科目録｣佐竹長石衛門家文書により作成

1分 ト10貫

1分 ト30寛780文



こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
の
反
面
通
船
の
安
全
を
祈
る
大
滝
瀬
稲
荷
祭
礼
費
が
､
三
倍
に

な
っ
て
い
る
な
ど
､
米
沢
蒲
の
領
主
的
意
図
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
､
網
手
道
は
五
百
川
農
民
に
わ
ず
か
の
現
金
収
入
は
も
た
ら
し
た
も
の
の
t
よ

り
過
重
な
労
役
負
担
を
し
い
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

破
船
と
流
失
米

五
百
川
地
域
に
は
'
赤
釜
ど
う
き

･
船
渡
三
階
滝

･
稲
荷
瀬

･
大
滝
瀬
な
ど
の
難

所
が
あ
り
､
米
沢
蒲
の
蔵
米
川
下
げ
に
あ
た
っ
て
破
船
事
故
が
し
ば
し
ば
発
生
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
(簡
五
表
参
照
)
破
船
事
故
に
際
し
通
船
差
配
役
は
'
流
失
米
捜

索
の
た
め
付
近
の
村
々
か
ら
人
足
を
頼
み
､
あ
る
程
度
の
出
俵
を
み
る
ま
で
努
力
を

続
け
る
｡
そ
の
様
子
は
'
陣
屋
に
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
記
録
を
も
と

に
こ
こ
で
は
､

｢嘉
永
六
丑
正
月
十
三
日
'
舟
頭
若
次
稲
荷
瀬
二
而
大
破
舟
'
蔵
栄

的

四
拾
俵
外

二
町
米
拾
壱
俵
都
合
五
拾
壱
表
残
ら
ず
流
失
｣

1
件
に
つ
い
て
考
え
て

み

た

い

｡

第
五
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
舟
頭
若
次
の
舟
が
稲
荷
瀬
で
破
舟
し
､
蔵
米
四

〇
俵
､
町
米
十

一
俵
が
流
失
す
る
と
､
通
船
差
配
役
は
'
そ
れ
を
捜
す
た
め
に
二
十

九
名
の
人
足
を
頼
ん
で
い
る
｡
外
に
､
小
舟
二
娘
を
使
用
し
'
左
沢
陣
屋
の
大
横
冒

な
ど
三
人
の
役
人
並
び
に
付
近
の
名
主
達
の
見
廻
を
受
け
捜
索
し
た
が
'
そ
の
日
は

第 5表 破 舟 処 理

流失物 l̂足数l費 用年 月 日 l将 来 l舟 頭 l場 所

(注) ｢御用留｣佐竹長石衛門家文書により作成



｢壱
俵
も
相
見
へ
不
申
｣
と
い
う
結
果
に
終

っ
て
い
る
｡
そ
の
後
'

｢
十
七
日
大
滝
村

二
而
蔵
米
拾
五
表
町
米
八
俵
〆
甘
三
俵
拾
ひ
上
ケ
'

其
外
四
力
村
二
而
も
拾
三
俵
拾
ひ
上
｣
げ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
'
通
船
差
配
役
長
兵
衛
が
出
向
い
て
み
る
と
'

｢村
方
相
談
之
上
内
々
二

両
御
板
斗
可
被
下
様
達
而
願
｣
う
の
で
､
其
旨
左
沢
陣
屋
に
届
け
出
た
と
こ
ろ
'
陣
屋
か
ら
は

｢
御
手
元
様
始
め
名
主
共
へ
跡

二
而
拾
ひ
上

ケ
差
出
侯
而
も
'
只
瀬
上
ケ
ハ
不
致
段
御
噺
侯
､
続
拾
ひ
入
江
厚
き
謝
礼
と
か
安
払
と
か
'
是
ハ
評
判
次
算
と
富
者

二
御
座
候
得
者
へ
託
与

謝
礼
ハ
可
致
候
｣
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
受
け
て
農
民
は
､
次
の
よ
う
な
条
件
を
出
し
て
い
る
｡

｢
其
表
数
改
侯
処
'
都
合
弐
拾
四
表
罷
出
侯
様
申
出
侯
'
然
二
其
人
足
数
日
数
之
事

二
侯
得
者
､
合
而
三
石
六
拾
弐
人
相
懸
侯
様
､
是
又

申
出
侯
'
雪
風
之
時
節

二
数
日
相
働
侯
事
故
'
諸
雑
用
も
多
分
相
懸
り
侯
二
付
'
甚
恐
入
候
得
共
､
壱
人
二
村
膏
六
拾
文
ツ
､
〆
五
拾
七
〆

九
膏
弐
拾
文
被
成
下
度
'
籾
叉
儒
御
米
壱
懐

こ
付
弐
貰
四
育
拾
三
文
三
分
三
庫
'
〆
五
拾
七
〆
九
百
弐
拾
文

二
御
払
被
成
下
'
右

二
而
双
方

出
入
無
二
被
成
下
度
奉
存
侯
｣｡
結
局
左
沢
陣
屋
が
'
こ

れ
を
了
承
す
る
形
で
落
着
し
て
い
る
｡

以
上
､.
破
舟
に
伴
う
流
失
米
が
､
た
と
え
見
つ
か
っ
た
場
合
で
も
､
農
民
は
直
に
そ
れ
を
届
け
出
る
こ
と
を
せ
ず
､
差
配
役
を
通
し
て
自

分
た
ち
の
条
件
を
､
陣
屋
に
繰
出
し
'
そ
れ
が
満
た
さ
れ
た
と
き
初
め
て
へ
適
当
な
俵
数
を
申
し
出
る
｡
こ
の
史
料
で
は
'
実
際
三
六
俵
見

つ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
二
四
俵
と
申
し
出
て
お
り
'
陣
屋
も
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
'
農
民
の
申
し
出
通
り
受
け
と
っ
て
い
る
｡
し
か

も
､
農
民
は
'
数
日
分
の
人
足
代
を
要
求
し
'
そ
の
賃
銭
で
'
そ
れ
ま
で
慣
例
に
な
っ
て
い
た
滞
米
を
全
部
払
い
出
さ
せ
'

｢
双
方
出
入

無
｣
と
い
う
見
事
な
解
決
を
み
せ
る
の
で
あ
る
｡

史
料
的
に
制
約
は
あ
る
が
､
破
船
事
故
は
川
筋
の
五
官
川
農
民
に
'
臨
時
の
現
金
収
入
と
飯
料
米
を
得
さ
せ
た
し
'
米
沢
薄
は
'
こ

う
し

た
農
民
に
依
拠
し
て
事
故
を
処
理
し
て
き
た
｡
し
か
も
こ
の
関
係
は
､
嘉
永
年
問
に
は
､
農
民
主
導
の
下
で
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡

(
汰
)

囲

大
江
町

海
野
権
四
郎
家
文
書

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察
-

鈴
木
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三
四
八

同

海
野
権
四
郎
家
所
蔵

明
治
八
年

｢
海
野
家
屋
敷
図
｣
同
家
所
蔵

文
化
元
年

｢
以
書
付
奉
願
侯
事
｣
海
野
権
四
郎
家
文
書

文
政
二
年

｢
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
事
｣

海
野
権
四
郎
家
文
書

弘
化
二
年

｢
米
沢
御
用
留
｣
朝
日
町
佐
竹
長
石
衛
門
豪
文
書

天
保
二
年

｢
日
記
｣
佐
竹
長
石
衛
門
豪
文
書

安
永
六
年

｢
正
部
御
陣
屋
江
年
賦
上
納
帳
｣
で
'
こ
の
年
は
千
俵
の
払
米
を
要
求
し
て
い
る
｡

文
化
三
年
で
'

｢
一
〇
両
二
付
酒
田
壱
番
値
段
三
拾
九
俵
'
左
沢
表

二
直
シ
五
拾
弐
俵
也
｣
と
あ
り
'
後
期
ま
で
お
お
よ
そ
へ
こ
の
値
段
を
中
心
に

上
下
す
る
｡

¶
ヤ
1鋤凋八州廿｣JH叫

廻
Ⅵ戯

個

文
政
年
間
の

｢
勤
書
｣

(佐
竹
家
文
書
)
に
よ
れ
ば

｢
宝
永
正
徳
年
中
之
頃
二
茂
御
座
候
哉
'

一
石
楢
組
大
庄
屋
被
仰
付
勤
役
仕
侯
由
｣
と
あ
る
｡

宝
永
四
年

｢
差
上
申
綱
手
道
代
之
事
｣

(朝
日
町
佐
竹
千
歳
家
文
書
)
に
'
川
筋
世
話
人
鈴
木
権
三
郎
の
名
が
み
え
る
｡

同
前
佐
竹
千
歳
家
文
書

｢
御
大
料
目
録
｣
佐
竹
長
石
衛
門
家
文
書

弘
化
四
年

｢
米
沢
御
用
留
｣
佐
竹
長
石
衛
門
家
文
書

四

最
上
川
上
流
'
松
川
水
運
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
'
米
沢
藩
の
蔵
米
等
川
下
げ
の
経
過
と
松
川
筋
の
村
々
を
結
合
さ
せ
な
が
ら
､

実
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
｡

そ
の
結
果
'
米
沢
港
の
蔵
米
川
下
げ
は
､
手
船
の
道
立
を
中
心
に
み
た
場
合
､

一
応
次
の
四
期
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

①

元
禄

･
宝
永
期
'
松
川
通
-
の
普
請
､
陣
屋
設
置
な
ど
､
輸
送
条
件
の
整
備
と
西
村
に
よ
る
請
負
輸
送
期

②

宝
暦

･
安
永
期
､
小
鵜
飼
舟
の
導
入
'
手
船
大
概
の
道
立
な
ど
藩
営
輸
送
へ
の
移
行
期



③

天
明

･
寛
政
期
､
槽
三
〇
娘
増
道
と
滞
営
輸
送
の
強
化
期

④

化
政
期
以
降
'
蔵
米
川
下
げ
量
と
輸
送
手
段
の
固
定
化

こ
れ
が
､
松
川
筋
松
山
藩
左
沢
領
の
村
々
に
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
､
特
に
'
米
沢
薄
左
沢
陣
屋
の
設
置
並
び
に
そ
の
構
造
と

機
能
､
通
船
差
配
役

･
網
手
道

｡
破
船
を
中
心
に
､
実
証
的
に
考
察
し
て
き
た
｡

そ
の
結
果
'
米
沢
薄
は
他
藩
左
沢
領
内
に
､
陣
屋
守
や
通
船
差
配
役
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
農
民
に
労
役
を
課
し
土
地
を
授
供
さ

せ
'
通
船
路
を
確
保
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
同
時
に
'
農
民
た
ち
は
､
米
沢
蒲
の
通
船
に
貢
献
し
て
い
る
こ

と
を

背
景
に
'
金
銭
と
払
米
を
手
に
し
て
き
た
こ
と
も
'
や
ゝ

明
ら
か
に
な
っ
た
｡

し
か
し
'
米
沢
蒲
の
経
済
構
造
と
水
運
の
利
用
と
の
か
か
わ
り
､
松
山
薄
独
白
の
蔵
米
川
下
げ
な
ど
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

付
記

小
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
'
工
藤
定
雄
先
生
'
横
山
昭
男
先
生
並
び
に
梅
津
保

一
氏
に
は
'

一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
を
い
た
だ
き
'
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
｡

最
上
川
上
流
に
お
け
る
水
運
の
一
考
察

-
鈴
木
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