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　安
政
六
年
六
月
の
開
港
は
国
内
の
経
済
構
造
に
大
変
化
を
も
た
ら
し
、
幕
藩
体
制
が
崩
壊
す
る
　
　
　
し
を
材
料
に
し
た
各
種
要
求
、
町
役
人
層
の
権
力
を
動
員
し
た
抑
圧
と
施
米
等
の
実
施
に
よ
る
懐
柔

き
っ
か
け
を
作
っ
た
大
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
期
の
生
糸
不
足
に
よ
り
大
混
乱
に
お
ち
い
っ
た
関
　
　
　
と
い
っ
た
従
来
の
支
配
関
係
を
超
越
し
た
両
者
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
町
政
を
動
か
す
段
階
で
あ
る
。

東
随
一
の
織
物
産
地
で
あ
る
上
州
桐
生
新
町
が
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
ど
う
変
化
し
た
か
を
考
察
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
開
港
と
い
う
新
状
況
は
、
ま
ず
は
幕
府
に
よ
る
経
済
統
制
が
も
は
や
無
力
で
あ
る
こ

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
を
露
呈
さ
せ
、
さ
ら
に
地
域
に
お
い
て
も
従
来
的
な
社
会
機
構
や
制
度
が
機
能
不
全
に
お
ち
い
っ

　
こ
の
混
乱
へ
桐
生
新
町
の
対
応
は
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
最
初
の
段
階
は
幕
府
へ
の
生
糸
　
　
　
　
た
側
面
を
強
調
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
の
は
従
来
の
身
分
制
度
の
枠
に
と
ら
わ

輸出
禁
止
や
在
郷
商
人
の
取
引
抑
制
を
中
心
と
し
た
嘆
願
の
段
階
で
あ
る
。
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
続
　
　
　
れ
な
い
経
済
的
な
階
層
格
差
を
背
景
に
し
た
混
乱
と
対
立
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
そ
の
解
決
（
1
1
救
い

いた
嘆
願
は
大
老
へ
の
駕
籠
訴
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
が
つ
い
に
何
の
効
果
も
無
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
米
等
）
が
こ
の
新
情
勢
か
ら
経
済
的
な
恩
恵
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
階
層
（
1
1
生
糸
商
人
に
代
表
さ

　
次

が
嘆
願
の失
敗
、
冬
を
迎
え
て
困
窮
の
進
展
に
よ
り
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
た
町
内
の
織
物
職
　
　
　
れ
る
）
の
経
済
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
新
状
況
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
安
政

人
・
労
働
者
（
n
小
前
層
）
の
不
穏
な
行
動
と
そ
れ
を
地
元
商
人
処
罰
等
に
よ
っ
て
懐
柔
し
、
さ
ら
　
　
　
六
年
の
桐
生
の
事
例
は
、
開
港
と
開
放
経
済
が
封
建
社
会
の
基
礎
を
揺
る
が
し
、
最
終
的
に
は
そ
れ

な
る
先
鋭
化
を
抑
え
た
段
階
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
突
き
崩
し
て
ゆ
く
歴
史
過
程
の
ひ
と
つ
の
端
緒
的
な
事
例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　最
後
が
翌
春
の
町
役
人
層
と
小
前
層
の
相
互
の
直
接
的
な
対
向
関
係
、
つ
ま
り
小
前
層
の
打
ち
壊

7
9
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は
じ
め
に

　
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
は
、
開
港
に
よ
り
我
が
国
の
閉
鎖
経
済
が
世
界
経
済
の

一
部

に
組
み
込
ま
れ
、
否
応
な
く
そ
の
一
部
と
し
て
の
存
在
を
強
制
さ
れ
た
契
機
と

な
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
貿
易
の
開
始
に
よ
り
国
内
の
生
糸
の
急
激
な
海
外
流
出
が

始

ま
っ
た
。
こ
の
事
態
に
当
時
京
都
西
陣
と
並
ん
で
全
国
的
な
絹
織
物
産
地
で
あ
っ

た
上
州
桐
生
新
町
が
原
料
不
足
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て

い

る
。
桐
生
新
町
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
「
在
郷
町
」
と
し
て
独
特
の
地
位
を
保

つ
と
と
も
に
、
織
物
業
の
隆
盛
を
通
じ
て
我
が
国
で
も
っ
と
も
初
期
に
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ
ュ
ア
ー
」
が
生
起
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
、
し
ば
し
ば
各
種
の
研
究
の
題
材

に
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
と
こ
の
開
港
を
巡
る
桐
生
新
町
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
幕
府
へ
の
嘆

　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
し
た
じ
ょ
く

願
や

休
機
、
あ
る
い
は
機
下
織
と
呼
ば
れ
る
織
物
関
係
の
民
衆
へ
の
施
米
に
よ
る
救

済
活
動
な
ど
が
単
体
で
開
港
時
の
国
内
産
業
の
混
乱
事
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
本
当
に
重
要
な
点
は
、
こ
の
安
政

六

年
の
開
港
と
そ
の
混
乱
の
過
程
全
体
が
、
在
郷
町
と
い
う
独
特
な
位
置
づ
け
に

よ
っ
て
経
済
的
に
発
展
し
、
近
世
的
な
枠
組
を
抜
け
出
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え

る
桐
生
新
町
に
何
を
引
き
起
し
、
何
を
残
し
た
の
か
と
い
う
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で

は
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
こ
の
工
場
都
市
の
危
機
と
も
い
え
る
事
態
の
推

移
全
体
を
詳
細
に
検
討
し
、
こ
の
危
機
へ
の
対
処
を
巡
る
都
市
内
諸
階
層
の
動
向
を

中
心
に
開
港
と
い
う
事
態
が
封
建
的
な
社
会
構
造
に
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
、
か
つ
ど

ん

な
影
響
を
残
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

0
在
郷
町
桐
生
新
町
の
状
況

1
　
桐
生
新
町
の
概
況

　
桐
生
市
は
群
馬
県
の
東
部
、
渡
良
瀬
川
沿
い
に
あ
り
、
近
世
初
頭
に
天
領
の
陣
屋

を
置
く
「
桐
生
新
町
」
と
呼
ば
れ
る
町
が
新
道
沿
い
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
起
源
す

る
。
ま
た
同
地
は
古
く
か
ら
の
絹
織
物
の
産
地
で
も
あ
り
、
幕
府
の
保
護
を
背
景
に

機
屋
を
中
心
と
す
る
商
工
業
の
中
心
地
に
な
っ
た
。

　
従
来
よ
り
上
州
は
生
糸
の
産
地
で
あ
り
、
豊
富
な
地
場
生
糸
の
入
手
が
容
易
で
あ

り
、
か
つ
大
消
費
地
で
あ
る
江
戸
に
比
較
的
近
い
と
い
う
地
理
的
好
条
件
が
そ
ろ
っ

て

い

た
。
こ
こ
へ
、
江
戸
中
期
の
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
に
高
機
、
天
明
期
に
先

染
紋
織
法
が
西
陣
か
ら
導
入
さ
れ
、
一
連
の
技
術
革
新
に
成
功
し
て
関
東
に
お
け
る

高
級
織
物
の
機
業
地
が
成
立
し
た
。

　

ま
た
桐
生
地
域
は
行
政
的
に
は
五
十
四
ヶ
村
一
括
の
天
領
を
経
て
、
江
戸
中
期
か

ら
は
天
領
と
旗
本
領
、
小
藩
領
に
分
割
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
織
物
の
中
心
地
の
桐
生

新
町
は
奥
州
松
山
藩
領
と
な
り
陣
屋
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
実
際
は
派
遣
の
役
人
数

人
が
居

る
だ
け
で
あ
り
、
実
質
は
商
人
の
町
役
人
が
支
配
す
る
町
民
の
自
治
が
大
幅

に
認
め
ら
れ
た
町
で
あ
っ
た
。
ま
た
町
自
体
も
在
郷
町
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
周
辺

部
か
ら
の
労
働
力
流
入
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
条
件
の
下
、
技
術
革
新
や

周
辺
の
豊
富
な
原
料
と
労
働
力
を
生
か
し
た
織
物
生
産
を
中
心
に
地
域
は
発
展
、
寛

保
四
（
一
七
四
四
）
年
に
は
、
西
陣
が
上
州
織
物
の
京
へ
の
流
入
制
限
を
求
め
る
嘆

願
を
出
す
ま
で
に
成
長
し
た
。

　

そ
し
て
江
戸
時
代
の
最
盛
期
で
あ
る
文
政
年
間
、
桐
生
新
町
は
人
口
約
四
千
人
の

町

に
成
長
し
た
が
、
そ
の
人
口
増
加
の
主
体
は
織
物
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
た
小
前

層
”
借
家
階
層
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
主
と
し
て
周
辺
村
か
ら
織
物
業

従
事
者
と
し
て
流
入
し
、
江
戸
後
期
で
は
町
内
総
戸
数
の
約
七
割
が
こ
れ
ら
の
層
に

180
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し
た
じ
ょ
く

占
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
織
物
関
係
者
で
は
「
下
織
」
と
呼
ば
れ
る
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
ば
た

色
や
織
物
の
準
備
工
程
の
仕
事
や
、
「
賃
機
」
と
呼
ば
れ
る
下
請
け
の
織
物
業
者
、

あ
る
い
は
周
辺
産
業
の
職
人
や
旦
雇
の
雑
務
に
従
事
す
る
階
層
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
町
政
自
体
を
握
っ
た
の
は
桐
生
市
内
に
自
分
の
土
地
を
持
つ
百
姓

層
の
富
裕
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
特
に
江
戸
中
期
以
後
桐
生
新
町
が
奥
州
松
山
藩
の

領
地
と
な
り
同
藩
の
陣
屋
が
置
か
れ
て
か
ら
は
同
藩
か
ら
扶
持
を
与
え
ら
れ
る
形
で

町
政
の
運
営
に
携
わ
っ
た
。
例
え
ば
安
政
五
年
に
は
御
用
達
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

町
人

は
、
禄
高
で
十
二
人
扶
持
か
ら
米
二
俵
ま
で
二
十
三
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
数
人

の
陣
屋
詰
の
藩
士
と
協
力
し
て
町
政
に
あ
た
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
順
調
な
拡
大
を
続
け
て
き
た
桐
生
新
町
の
人
口
増
加
が
鈍
っ
た
の
は
、

天
保
年
間
の
奢
修
禁
止
令
や
桐
生
か
ら
技
術
伝
播
し
た
町
周
辺
部
や
野
州
足
利
町
の

織
物
業
者
と
の
競
争
な
ど
が
激
化
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
は
町
全
体
が
停
滞
的

な
雰
囲
気
に
陥
り
、
新
規
の
事
業
よ
り
も
既
得
権
擁
護
に
町
内
が
汲
々
と
す
る
状
況

の
中
で
幕
末
を
迎
え
た
。

　
安
政
六
年
の
桐
生
は
、
こ
の
よ
う
に
構
造
的
な
停
滞
期
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
た
り
、

商
工
業
者
は
事
業
の
新
し
い
展
開
方
向
を
探
る
と
と
も
に
、
従
来
型
産
業
の
変
調
は

下
職
層
の
生
活
の
安
定
を
微
妙
に
左
右
し
、
こ
れ
が
増
幅
さ
れ
た
場
合
は
社
会
の
安

定
が
時
と
し
て
危
う
く
な
る
よ
う
な
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ま
ず
当
時
の

桐
生
の
抱
え
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

2
　
安
政
六
年
の
桐
生
新
町

　
桐
生
新
町
で
は
天
保
年
間
の
奢
修
禁
止
令
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
そ
の
後
も

絹
製
品
の
販
売
が
低
迷
し
た
。
一
番
の
原
因
は
周
辺
部
の
織
物
業
者
、
特
に
隣
接
し

た
野
州
足
利
町
の
業
者
が
安
価
な
織
物
を
武
器
に
急
激
に
台
頭
し
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
織
物
業
の
み
な
ら
ず
桐
生
市
内
の
織
物
市
、
生
糸
市
も
低
迷
、
隣

村
や

足
利
へ
流
出
す
る
者
も
現
れ
、
桐
生
新
町
の
人
口
は
初
め
て
減
少
に
転
じ
た
。

　
足
利
織
物
の
成
功
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
桐
生
織
物
よ
り
も
価
格
競
争
力
が
あ
っ
た

点
で
あ
る
。
足
利
の
織
物
業
者
は
比
較
的
豊
か
な
農
業
経
営
を
背
景
に
し
た
副
業
的

な
織
物
経
営
が
多
く
、
そ
の
割
に
経
営
規
模
も
大
き
く
資
金
的
余
裕
が
あ
っ
た
。
こ

の

た
め
原
料
生
糸
の
仕
入
れ
も
大
量
に
か
つ
一
時
に
で
き
る
た
め
生
産
価
格
に
対
す

る
原
料
原
価
を
低
く
押
さ
え
る
と
と
も
に
、
原
料
の
価
格
変
動
か
ら
比
較
的
自
由
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
原
料
費
の
安
い
地
場
の
綿
を
使
っ
た
絹
綿
交
混
の
工
夫

も
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
地
域
の
織
物
業
自
体
に
農
間
余
業
的
な
色
彩
が
残
っ
て
お

り
、
関
係
の
各
種
の
労
賃
が
桐
生
に
較
べ
て
低
廉
で
も
あ
っ
た
。

　
対
し
て
桐
生
は
零
細
な
織
物
業
者
が
多
く
、
生
糸
の
仕
入
れ
も
新
町
の
業
者
を
通

じ
て
そ
の
都
度
行
う
結
果
、
割
高
な
生
糸
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
上
に
、
市
場
の

相
場
に
翻
弄
さ
れ
や
す
い
不
安
定
な
経
営
体
質
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
機
業
に
専
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

化
し
た
者
が
多
く
、
生
活
全
体
が
織
物
業
に
か
か
る
た
め
価
格
競
争
に
弱
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
元
機
と
呼
ば
れ
る
規
模
の
大
き
な
織
物
業
者
の
中
か
ら
は
町
役
人
な
ど
を

勤
め
る
吉
田
家
や
新
居
家
、
森
家
の
よ
う
な
者
も
育
っ
て
き
て
い
た
が
、
先
に
掲
げ

た
御
用
達
の
例
を
と
っ
て
も
そ
の
二
十
三
名
の
内
上
位
の
者
の
ほ
と
ん
ど
が
絹
買
商

で

あ
る
よ
う
に
、
織
り
屋
は
元
機
に
し
て
も
桐
生
町
内
で
の
経
営
規
模
は
中
程
度
に

と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
絹
買
商
・
糸
繭
商
の
中
か
ら
は
開
港
や
幕
末
の
混
乱

に
乗
じ
て
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。
さ
ら
に
幕
末
に
な
る

と
織
物
業
者
は
町
内
の
零
細
層
と
せ
い
ぜ
い
中
規
模
経
営
層
を
占
め
る
者
が
多
く
な

り
、
町
政
そ
の
も
の
を
左
右
で
き
る
よ
う
な
実
力
者
は
多
く
な
か
っ
た
。

　
上
記
の

よ
う
な
桐
生
に
と
っ
て
こ
の
十
年
来
の
慢
性
的
な
問
題
が
具
体
的
に
噴
出

し
た
の
も
、
安
政
六
年
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
ま
ず
養
蚕
の
早
い
時
期
で
あ
る
四
月
に

な
る
と
こ
の
年
の
不
作
が
明
ら
か
に
な
り
、
市
内
で
は
生
糸
の
値
段
が
平
年
に
比
べ
、

約
五
〇
％
の
値
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
桐
生
に
限
ら
れ
た
こ
と
で

は
な
い
も
の
の
、
後
述
す
る
よ
う
に
や
は
り
桐
生
市
内
の
値
上
が
り
は
格
別
で
あ
り
、

糸
価
繭
価
の
変
動
が
拡
大
さ
れ
や
す
い
桐
生
市
場
の
体
質
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
早
く
も
春
に
は
生
糸
の
購
入
が
出
来
な
い
織
物
業
者
が
出
て
く
る
な
ど
零
細

な
織
屋
層
に
は
影
響
が
出
始
め
て
い
た
。
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そ
し
て
五
月
に
は
新
町
五
丁
目
の
小
前
層
が
中
心
に
な
っ
て
、
足
利
と
の
間
で
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

開
催
に
つ
い
て
の
紛
争
を
蒸
し
返
す
動
き
を
始
め
た
。
こ
れ
は
こ
の
当
時
た
ま
た

ま
桐
生
の
買
い
継
ぎ
業
者
が
足
利
市
場
に
三
市
連
続
で
欠
席
し
た
結
果
、
桐
生
市
場

が
非
常
に
賑
わ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
の
発
端
は
天
保
三
年
に
足
利
が
新

規
の

市
場
を
開
き
そ
れ
ま
で
桐
生
市
場
で
販
売
し
て
い
た
足
利
織
物
を
現
地
で
販
売

し
、
桐
生
の
一
部
の
業
者
も
足
利
市
場
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
桐
生
市
場

が
衰
退

し
た
事
件
で
あ
る
。
天
保
八
年
以
後
は
両
市
の
協
定
で
絹
織
物
と
綿
織
物
を

分
け
る
こ
と
で
解
決
が
計
ら
れ
た
が
、
こ
の
際
も
小
前
層
の
強
硬
論
を
町
役
人
層
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

押

さ
え
こ
ん
だ
末
の
解
決
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
桐
生
側
は
再
び
桐
生
の

業
者
に
足
利
へ
の
出
市
停
止
を
依
頼
す
る
こ
と
か
ら
紛
議
が
起
こ
り
、
足
利
藩
と
松

山
藩
の
掛
け
合
い
も
不
調
に
な
り
両
者
の
幕
府
出
訴
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
紛
議
の
き
っ
か
け
の
要
求
の
中
心
は
長
引
く
不
況
か
ら
の
出
口
を
求

め

て

い

た
小
前
‖
借
家
層
に
代
表
さ
れ
る
織
物
関
係
の
零
細
業
者
層
で
あ
り
、
彼
ら

の

経
済
的
な
要
求
が
町
政
を
動
か
す
契
機
を
も
た
ら
す
状
況
が
す
で
に
開
港
騒
動
に

先
だ
っ
て
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

②
開
港
期
の
生
糸
貿
易

1

開
港
前
後
の
生
糸
貿
易
の
動
向

　

こ
の
よ
う
な
動
き
が
起
こ
る
中
、
国
内
の
情
勢
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

幕
府
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
の
日
米
修
好
通
商
条
約
以
後
に
締
結
さ
れ
た
、

い

わ
ゆ
る
安
政
の
五
ヵ
国
条
約
に
よ
っ
て
、
翌
年
の
六
月
二
日
（
西
暦
で
は
七
月
一

日
）
を
も
っ
て
露
・
仏
・
英
・
蘭
・
米
の
五
ヵ
国
に
自
由
な
交
易
を
許
可
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
途
中
に
開
港
場
が
神
奈
川
宿
か
ら
横
浜
に
変
更
に
な
っ
た
も
の
の

横
浜

に
は
市
街
の
建
設
も
終
り
、
条
約
に
従
い
安
政
六
年
六
月
二
日
（
一
八
五
九
年

七

月
一
日
）
横
浜
港
、
長
崎
、
函
館
各
港
が
開
港
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
開
港
直
後
か
ら
生
糸
の
輸
出
が
始
ま
っ
た
訳
で
は
な
く
、
当
初
は
互
い

に
貿
易
の
品
目
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
諸
処
の
品
目
を
盲
目
的
に
並
べ
て
商
売
を
し
た

　
　
　
　
　
（
5
）

と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
格
的
な
開
港
以
前
に
も
和
親
条
約
に
基
づ
い
て
航
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

途
中
の
不
足
品
補
充
の
た
め
開
港
し
て
い
た
長
崎
か
ら
生
糸
の
輸
出
が
あ
っ
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ま
た
、
そ
の
売
り
さ
ば
き
を
や
め
た
こ
と
で
京
都
西
陣
の
生
糸
価
が
下
落
し
た
こ
と
。

さ
ら
に
安
政
六
年
四
月
に
は
開
港
に
伴
っ
て
生
糸
輸
出
が
予
想
さ
れ
る
の
で
上
州
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

生
糸
の
三
分
の
一
は
西
陣
へ
廻
す
よ
う
な
保
護
策
を
求
め
た
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た

こ
と
。
な
ど
か
ら
、
開
港
に
よ
り
生
糸
が
主
要
輸
出
品
に
な
る
こ
と
は
あ
る
程
度
予

想
さ
れ
て
い
た
。

　
具
体
的
な
例
を
有
名
な
仲
居
屋
重
兵
衛
に
見
て
み
る
と
、
ま
ず
重
兵
衛
は
横
浜
が

貿
易
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
見
越
し
て
か
開
港
の
二
ヶ
月
も
以
前
の
安
政
六
年
四
月

か

ら
横
浜
の
開
港
場
に
銅
瓦
葺
き
の
壮
大
な
屋
敷
を
建
設
し
た
。
ま
た
、
彼
は
い
く

つ
か
の

藩
の
経
済
関
係
の
官
僚
と
も
意
を
通
じ
、
特
産
品
の
藩
営
販
売
を
画
策
し
た

が

そ
の
計
画
の
中
で
も
生
糸
の
販
売
が
大
き
な
核
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
安
政

六
年
七
月
、
前
橋
の
商
人
江
原
某
等
が
前
橋
の
生
糸
を
横
浜
表
へ
販
売
に
出
掛
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の

は
仲
居
屋
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
す
で
に
仲
居
屋

は
開
港
以
前
か
ら
生
糸
の
輸
出
商
品
化
に
注
目
し
、
安
政
六
年
の
早
い
時
期
か
ら
買

い
占
め
を
計
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
仲
居
屋
一
人
を
取
っ
て
み
て
も
、
彼
の
商
売
の
拠
点
で

あ
る
関
東
、
特
に
上
州
に
こ
の
情
報
が
早
く
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は

自
然
で
あ
り
、
地
元
に
於
い
て
何
ら
か
の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
て
も
不
思
議
の
な
い

状
況
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
開
港
後
の
安
政
六
年
十
月
の
三

井
横
浜
店
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
仲
居
屋
が
一
万
七
千
斤
の
生
糸
を
取
り
扱
い
、

横
浜
の
生
糸
輸
出
量
の
七
～
八
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
外
国
人
が
初
め
て
生
糸
を
購
入
し
た

の

は
一
体
い
つ
の
時
点
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
藤
木
実

也

『開
港
と
生
糸
貿
易
』
に
掲
げ
ら
れ
た
だ
け
で
も
十
二
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
な
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（生糸1梱（9貫目）／両）西陣と桐生の生糸価格表1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か

で
一
番
早
い
説
に
従
え
ば
開
港
直
後
の
六
月
八
日
で
あ
る
と
い
い
、
遅
い
説
で
は

八
月
中
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
開
港
後
一
ヶ
月
程
度
の
時
点
で
お
互
い
の
試
行
錯

誤
の

中
か
ら
生
糸
の
交
易
が
始
ま
っ
た
と
思
え
る
が
、
そ
れ
が
本
格
化
し
量
的
に
も

国
内
消
費
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
同
年
の
秋
以
後
で
あ
る
。
さ
ら
に

そ

れ
で

も
安
政
六
年
の
開
港
か
ら
翌
年
の
六
月
ま
で
の
一
年
間
の
輸
出
量
は
五
千
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

程
度
で
あ
り
、
翌
年
以
後
の
一
万
俵
台
に
比
較
し
て
半
分
以
下
の
量
で
あ
っ
た
。

2

生
糸
不
足
の
発
生
と
波
及

　
安
政
六
年
六
月
二
日
横
浜
が
開
港
さ
れ
自
由
貿
易
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
関

東
、
分
け
て
も
桐
生
の
生
糸
価
格
の
上
昇
が
始
ま
る
訳
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
状
況

を
桐
生
と
京
都
の
生
糸
の
値
段
の
上
昇
の
比
較
で
見
て
み
た
い
。
（
表
1
）

　年（安政）

地域
2年 3年 4年 5年 6年春 夏 秋 冬 7年

西陣

桐生

51 45 51 48

52

57

81 112

70

150

130

（「桐生市史（中）』・「井伊家資料幕末風聞探索書」より作製）

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
高
級
絹
織
物
製
品
の
生
産
地
で
あ
る
西

陣
と
比
較
し
て
も
桐
生
の
生
糸
価
格
の
値
上
が
り
は
時
期
的

に

早
く
、
ま
た
上
昇
の
程
度
も
大
き
い
。
こ
れ
は
従
来
よ
り

西
陣
の
生
糸
が
群
馬
、
長
野
、
福
島
に
供
給
源
を
求
め
、
桐

生

よ
り
も
そ
の
輸
送
費
の
分
だ
け
割
高
で
あ
っ
た
事
を
考
え

る
と
非
常
に
興
味
が
あ
る
結
果
で
あ
る
。

　
特
に
桐
生
町
内
の
生
糸
価
格
の
変
遷
を
も
う
少
し
詳
し
く

見
て
み
る
。
（
表
2
）

　

こ
の
よ
う
に
開
港
以
前
か
ら
繭
の
不
作
の
た
め
上
昇
し
が

ち
だ
っ
た
生
糸
価
格
は
、
春
に
は
平
年
の
一
・
五
倍
、
夏
に
二

倍
、
秋
冬
に
三
倍
に
な
っ
た
。
生
糸
の
価
格
は
結
局
こ
れ
以
後

は
下
落
す
る
こ
と
な
く
、
安
政
五
年
以
前
の
平
年
に
較
べ
凡
そ

三
～
四
倍
で
高
値
安
定
を
続
け
た
ま
ま
明
治
期
に
続
い
て
行
く
。

　
ま
た
こ
の
表
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
桐
生
市
内
の

生
糸
の
値
上
が
り
が
安
政
六
年
七
月
か
ら
急
力
ー
ブ
で
昇
り

始
め
た
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
開
港
に
よ
っ
て
自
由

（匁／両）表2　安政6年桐生新町生糸価格変動

交
易
が
始
ま
っ
た
が
、
開
始
直
後
の
六
月
中
に
は
少
な
く
と
も
生
糸
が
大
量
に
輸
出

さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
実
際
の
国
内
生
産
に
影
響
の
出
る
よ
う
な
生
糸
輸
出

は

秋
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
桐
生
に
於
い
て
は
、
既
に
七
月
に
急

テ

ン
ポ
で
値
上
が
り
が
は
じ
ま
り
、
七
月
八
日
に
は
第
一
回
嘆
願
書
が
生
糸
輸
出
禁

止

を
求
め
て
幕
府
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
こ
そ
が
桐
生
が
置
か
れ
て
い
る
地
理
的
、
産
業
的
な
独
特
な
立

場

に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
日
の
騒
擾
へ
の
対
応
に
於
い
て
も
独
自
の
方
法

と
論
理
に
よ
る
対
処
が
な
さ
れ
て
行
く
出
発
点
で
あ
る
。

③
桐
生
新
町
の
対
応
1

　　　　糸種

時期
上　　糸 中　　糸 下　　糸 典　　拠

平　　　年 170匁／両 190匁／両 250匁／両 桐生村々織屋愁訴

安政5年秋／冬 110匁／両 130匁／両 150匁／両 桐生村々織屋愁訴

安政6年4月 100匁／両 110匁／両 125匁／両 長沢家文書（677）

安政6年7月 80匁／両 100匁／両 130匁／両 桐生村々織屋愁訴

安政6年10月 55匁／両 70匁／両 80匁／両 『桐生地方史』p406

幕
府
へ
の
嘆
願
運
動

　

こ
の
生
糸
価
格
の
高
騰
を
受
け
た
桐
生
新
町
が
最

初
に
行
っ
た
対
応
は
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
貿
易
の

停
止

あ
る
い
は
生
糸
の
輸
出
禁
止
を
求
め
て
の
幕
府

へ
の

陳
情
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
こ
の

嘆
願
運
動
の
動
き
を
追
う
と
共
に
そ
れ
が
誰
に
よ
っ

て

ど
の
よ
う
に
支
え
ら
れ
た
か
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
こ
の
嘆
願
運
動
の
担
い
手
は
誰
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
嘆
願
の
第
一
回
は
桐
生
織
屋
一
同
の
名
前
で

行
わ

れ

た
が
、
二
回
以
降
は
い
わ
ゆ
る
か
つ
て
の
天

領
で
桐
生
領
と
言
わ
れ
る
五
十
四
ヶ
村
の
内
の
三
十

五

ヶ
村
の
代
表
が
行
う
形
式
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
中
心
は
桐
生
新
町
で
あ
っ
た
た
め
実
際
の
運
動

は
桐
生
新
町
の
町
役
人
が
中
心
に
な
っ
た
。
な
か
で

も
中
心
と
な
っ
た
の
は
当
時
の
町
役
人
層
で
あ
る
長

沢
新
助
、
新
居
喜
左
衛
門
、
絹
買
次
商
で
あ
る
佐
羽

吉
右
衛
門
、
書
上
文
左
衛
門
な
ど
で
あ
り
、
彼
ら
は
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訴
訟
費
用
を
一
時
立
て
替
え
て
い
た
。

　
ま
た
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
点
で
中
世
以
来
の
結
束
を
保
っ
て
き
た
桐
生
五
十

四
ヶ
村
の
う
ち
三
十
五
ヶ
村
し
か
こ
の
嘆
願
に
参
加
し
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
不
参

加
は
渡
良
瀬
川
上
流
の
山
村
が
中
心
で
あ
り
、
こ
こ
は
従
来
か
ら
生
糸
の
供
給
を
通

じ
て
織
物
生
産
を
支
え
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
生
糸
価
格
の
高

騰
は

こ
の
地
域
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
事
で
あ
り
、
明
ら
か
に
織
物
産
業
を
中
心

と
し
た
桐
生
新
町
と
は
利
害
が
一
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
の
嘆
願
活
動
は
安
政
六
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
数
回
実
施
、
中
に
は
大
老

へ
の
駕
籠
訴
や
関
係
の
江
戸
呉
服
問
屋
や
糸
問
屋
の
訴
状
提
出
な
ど
も
あ
っ
た
。
以

下
そ
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

1
　
第
一
回
愁
訴
（
七
月
八
日
）

　
こ
の
訴
え
が
な
さ
れ
た
の
は
七
月
八
日
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
桐
生
新
町
の
織
屋

一
同
か
ら
幕
府
勘
定
奉
行
へ
の
内
密
の
訴
え
と
言
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
訴
状
は
開

港
後
の
生
糸
の
高
騰
を
取
り
上
げ
「
…
…
今
般
三
港
御
開
き
に
相
成
、
商
民
共
外
国

人
、
直
売
買
御
差
許
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
然
処
糸
商
人
共
糸
類
売
渡
し
候
由
風
聞

御
座
候
に
付
、
生
糸
相
場
殊
の
外
引
上
げ
申
候
、
…
…
」
と
、
糸
商
人
が
糸
を
輸
出

し
て
い
る
と
い
う
「
風
聞
」
に
よ
り
生
糸
が
高
騰
し
て
い
る
事
を
訴
え
て
い
る
。
そ

し
て
「
何
卒
格
別
之
思
召
を
以
て
、
外
国
人
江
糸
物
一
切
売
渡
し
不
申
候
様
、
糸
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

人
共
江
仰
付
被
下
置
き
候
バ
バ
…
…
」
と
言
う
よ
う
に
、
生
糸
の
輸
出
禁
止
を
勘
定

奉
行
八
名
へ
求
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

2

第
二
回
嘆
願
（
九
月
二
十
七
日
）

　
七
月
の
愁
訴
後
、
横
浜
に
お
い
て
は
生
糸
貿
易
が
実
際
に
始
ま
り
日
を
追
っ
て
生

糸
が
大
量
に
輸
出
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
結
果
、
生
糸
価
格
の
高
騰
は
連
続
し
、
幕

府
も
幾
つ
か
の
手
段
で
貿
易
統
制
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
実
効
は
見
え
て
こ
な
い

状
況
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
桐
生
市
内
に
お
い
て
は
七
月
下
旬
か
ら
始
ま
っ

た
生
糸
不
足
に
よ
る
休
機
が
町
内
に
広
が
っ
た
。
そ
し
て
九
月
十
日
に
は
、
桐
生
領

在
下
職
者
一
同
が
町
役
人
宛
に
生
糸
の
市
内
搬
出
の
禁
止
と
救
済
を
求
め
る
愁
訴
状

を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
休
機
の
影
響
を
一
番
受
け
る
小
前
層
が
町
役
人
を
中
心
と
し

た
幕
府
へ
の
嘆
願
運
動
に
満
足
で
き
ず
、
つ
い
に
は
独
自
の
動
き
を
始
め
た
こ
と
を

示
し
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
を
受
け
、
第
二
回
の
愁
訴
が
今
度
は
桐
生
領
五
十
四
ヶ
村
中
三
十
五
ヶ

村
の

連
名
で
行
わ
れ
た
。
嘆
願
書
は
九
月
二
十
七
日
に
嘆
願
者
六
人
の
知
行
地
領
主

五
家
（
松
山
藩
主
酒
井
家
、
内
藤
家
、
落
合
家
、
遠
山
家
、
中
根
家
）
よ
り
、
勘
定

奉
行
塚
越
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
今
度
は
「
御
奉
行
所
」
宛
て
に
「
桐
生
領
三
十

五

ヶ
村
七
十
三
給
総
代
」
と
し
て
、
如
来
堂
村
、
下
久
方
村
、
新
宿
村
、
下
仁
田
山

村
の
四
村
の
名
主
と
新
町
百
姓
代
、
組
頭
の
合
計
六
人
の
連
名
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
、
全
段
の
桐
生
領
の
由
来
部
分
を
除
い
た
主
文
で
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

「
安
政
六
未
年
外
国
交
易
糸
御
差
止
願
之
節
願
書
類
写

　
　
　
乍
恐
以
書
付
御
歎
願
奉
申
上
侯

　
　
上

州
山
田
郡
桐
生
領
五
拾
四
ヶ
村
之
内
、
御
料
私
領
合
三
十
五
ヶ
村
惣
代
私
共

　
　
一
同
奉
申
上
候

　
　
一
、
横
浜
御
開
港
二
付
諸
品
交
易
二
相
成
候
生
糸
之
儀
、
横
浜
商
人
共
奉
願
上

　
　
候
趣
者
、
糸
出
所
相
糺
候
処
古
糸
多
分
持
余
し
候
間
、
外
国
江
売
渡
度
旨
奉
願

　
　
上
候
二
付
御
差
免
之
趣
承
奉
驚
入
、
乍
恐
御
歎
願
奉
申
上
候

　
　
　
桐
生
領
五
拾
四
ヶ
村
産
物
之
儀
者
、
永
禄
年
中
乍
恐
、
東
照
神
君
様
御
籏
披

　
　
御
用
二
相
成
御
勝
利
被
為
遊
、
依
之
関
ヶ
原
御
合
戦
之
節
御
籏
数
多
御
用
二
付
、

　
　
為
御
吉
例
野
州
小
山
御
陣
よ
り
過
急
二
御
用
被
為
仰
付
、
…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
全
　
東
照
神
君
様
御
恩
沢
与
一
同
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
然
ル
処
近
年
引
続
養

　
　
蚕
違
作
二
而
糸
直
段
年
増
高
直
之
上
、
当
夏
上
州
筋
稀
成
不
作
皆
無
同
様
之
場

　
　
所
多
分
有
之
難
渋
至
極
罷
在
候
所
、
当
七
月
中
よ
り
諸
国
商
人
共
交
易
糸
為
仕

　
　

入
、
上
州
信
州
共
外
奥
羽
辺
迄
多
人
数
入
込
高
価
二
買
入
、
横
浜
江
運
送
致
専

　
　

売
渡
（
多
分
）
之
利
潤
二
相
成
候
二
付
、
当
節
二
至
り
候
而
者
倍
直
段
（
二
相
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成
候
）
、
尤
糸
繭
之
儀
者
国
産
相
営
候
諸
織
物
之
元
（
二
）
而
、
右
様
格
外
高

　
　
直
之
糸
を
以
織
立
候
而
ハ
捌
方
二
差
支
、
殊
二
当
節
之
姿
二
而
外
国
糸
仕
入
被

　
　
致
候
而
ハ
、
無
程
糸
元
品
切
二
相
成
産
業
取
続
出
来
兼
可
申
、
左
侯
連
前
奉
願

　
　

上
侯
通
山
谷
地
狭
之
土
地
二
而
農
業
而
己
二
而
者
取
続
二
相
成
兼
、
一
同
之
者

　
　
及
飢
渇
候
事
二
成
行
可
申
、
左
候
得
者
御
籏
絹
御
役
永
御
年
貢
上
納
辻
二
茂
差

　
　

支
、
必
至
与
難
渋
仕
候
二
付
恐
多
も
不
顧
一
同
奉
愁
訴
候
、
前
書
奉
申
上
候
横

　
　

浜
商
人
共
よ
り
奉
願
上
候
ハ
、
全
利
欲
之
た
め
自
己
之
勝
手
筋
申
立
候
儀
二
而
、

　
　

近
年
打
続
養
蚕
違
作
仕
諸
国
共
古
糸
持
余
し
侯
様
成
儀
曾
而
無
御
座
候
、
乍
恐

　
　
此
段
御
賢
察
被
成
下
置
、
生
糸
併
繭
横
浜
商
人
共
売
買
致
侯
儀
者
御
差
止
被

　
　
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
候
得
者
　
　
御
由

　
　
緒
之
地
永
産
業
相
続
相
成
、
御
年
貢
諸
役
永
（
御
上
）
納
出
来
、
莫
太
之
（
御

　
　
仁
）
恵
与
惣
百
姓
一
同
挙
而
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
以
上

（下
略
）
」

　

以
上
の
嘆
願
文
の
ポ
イ
ン
ト
は

（
1
）
横
浜
の
生
糸
交
易
は
横
浜
商
人
か
ら
余
剰
生
糸
の
申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
許

　

可

に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
る
こ
と
。

（
2
）
桐
生
領
五
十
四
ヶ
村
は
家
康
以
来
の
絹
織
物
産
地
と
し
て
特
別
な
地
位
を

　

保
っ
て
き
た
こ
と
。

（
3
）
本
年
は
蚕
の
不
作
で
あ
っ
た
。
夏
七
月
頃
か
ら
各
国
の
商
人
が
上
州
に
入
り

　

込
み

生
糸
を
買
い
集
め
始
め
た
。
こ
の
た
め
九
月
頃
に
は
生
糸
の
値
段
が
倍
に

　

な
り
、
生
糸
原
料
の
仕
入
れ
が
で
き
ず
織
物
業
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

当
地
は
山
間
地
で
他
の
産
業
が
無
い
土
地
の
た
め
飢
饅
の
心
配
も
あ
る
し
、
幕

　

府
に
納
め
る
絹
布
の
見
通
し
も
立
た
な
い
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
生
糸
の
輸
出
禁

　

止
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

　
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
桐
生
地
域
で
生
糸
の
買
い
付
け
が

盛
ん

に
な
っ
た
の
は
開
港
か
ら
一
月
後
の
七
月
で
あ
る
こ
と
。
買
い
付
け
は
高
価
で

の

買
い
あ
さ
り
で
蚕
不
作
で
値
上
が
り
気
味
だ
っ
た
地
元
の
値
を
つ
り
上
げ
た
こ
と

が

わ
か
る
。
ま
た
、
桐
生
側
の
認
識
で
は
生
糸
の
余
剰
が
原
因
で
輸
出
が
始
ま
っ
た

訳
で

あ
る
が
、
元
々
近
年
の
不
作
で
糸
が
余
る
事
自
体
お
か
し
く
、
不
足
の
実
状
を

認
識

し
て
輸
出
禁
止
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
趣
旨
で
あ
る
。

　
余
剰
生
糸
の
件
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
西
陣
の
生
糸
価
格
を
見
る
と
長
崎
貿
易
で

売
れ
残
っ
た
生
糸
が
京
都
に
戻
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
一
時
的
に

供
給
量
が
増
し
、
価
格
も
低
迷
し
た
事
実
か
ら
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
全
国
的
な
市
況
と
桐
生
の
状
況
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
事
実
が
浮
か
び
上

が
っ

て
く
る
。

　

こ
の
嘆
願
書
の
提
出
後
幕
府
か
ら
「
追
っ
て
沙
汰
す
る
ま
で
旅
宿
差
控
よ
」
と
の

申
し
渡
し
が
あ
り
、
嘆
願
者
の
地
元
に
向
け
た
手
紙
で
は
「
是
迄
の
首
尾
極
上
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
、
御
同
様
目
出
度
奉
存
候
」
と
前
述
を
楽
観
し
て
い
る
。
お
り
し
も
横
浜
で
は
運

上
所
を
通
じ
て
生
糸
の
一
日
の
売
買
量
を
統
制
す
る
な
ど
の
輸
出
抑
制
策
が
取
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
幕
府
側
の
感
触
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3

江
戸
呉
服
問
屋
仲
間
（
十
月
八
日
）
、

の
嘆
願

江
戸
糸
問
屋
仲
間
（
十
月
十
二
日
）

　
さ
ら
に
桐
生
で
は
在
地
の
生
糸
買
い
継
ぎ
商
十
八
人
（
総
代
は
書
上
文
左
衛
門
、

石
井
五
右
衛
門
、
佐
羽
吉
右
衛
門
、
藤
生
善
十
郎
の
四
人
）
と
関
係
の
あ
っ
た
江
戸

の
呉
服
問
屋
、
生
糸
問
屋
の
組
合
に
も
幕
府
へ
の
嘆
願
提
出
を
依
頼
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
呉
服
問
屋
関
係
か
ら
は
そ
の
組
合
行
事
で
あ
る
槌
屋
藤
左
衛
門
の
代

理
が
奉
行
所
宛
て
に
提
出
し
た
。
内
容
は
、
生
糸
高
騰
に
よ
り
呉
服
価
格
も
横
浜
よ

り
生
糸
輸
出
が
盛
ん
に
な
り
、
生
糸
値
段
が
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
風
聞
も
加
わ
っ

て
一
層
の
高
騰
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
横
浜
か
ら
の
輸
出
は
余
剰
品
を
輸
出
す

る
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
の
に
実
際
は
不
足
し
て
い
る
生
糸
を
輸
出
し
て
い
る
。
こ

れ

ら
は
非
常
に
困
る
の
で
早
急
に
輸
出
を
禁
止
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。　

ま
た
、
同
じ
く
生
糸
問
屋
も
同
種
の
嘆
願
を
提
出
し
た
が
、
こ
こ
に
は
横
浜
商
人
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が

「余
剰
生
糸
」
と
呼
ん
だ
生
糸
の
だ
ぶ
つ
き
状
況
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
か
か
れ

て

い

る
。
「
昨
午
年
冬
季
以
来
当
春
註
に
至
り
長
崎
表
よ
り
多
分
の
生
糸
相
廻
り
候

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

趣

に
て
、
京
地
…
…
」
と
述
べ
、
生
糸
相
場
が
前
年
冬
に
長
崎
貿
易
の
影
響
で
高
騰

し
か
け
た
が
、
春
に
な
っ
て
長
崎
が
閉
鎖
さ
れ
や
や
沈
静
化
、
下
落
傾
向
が
始
ま
っ

た
と
た
ん
に
横
浜
開
港
と
な
り
一
転
独
歩
高
に
走
り
始
め
た
展
開
が
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
の
間
の
横
浜
貿
易
が
江
戸
の
糸
組
合
を
通
さ
な
い
形
で
始
ま
り
、
糸
組
合
は
江
戸

を
通
過
す
る
生
糸
の
統
制
を
行
い
た
い
旨
、
ま
た
生
糸
自
体
の
横
浜
移
送
を
禁
止
す

る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
糸
問
屋
の
嘆
願
は
生
糸
の
高
騰
自
体
よ
り
も
、
株
仲
間
の
問
屋
制
に

よ
る
生
糸
の
全
国
流
通
が
脅
か
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
の
方
が
強
い
文
面
で
あ
る
。

　

ま
た
糸
問
屋
は
、
こ
の
直
後
の
十
月
末
（
二
十
一
日
以
後
）
に
も
組
合
独
自
の
横

浜
調
査
を
行
い
、
横
浜
へ
生
糸
を
直
接
運
び
込
む
動
き
が
一
段
と
加
速
し
て
い
る
状

況

を
う
け
て
、
改
め
て
生
糸
貿
易
の
統
制
‖
問
屋
の
支
配
を
嘆
願
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
点
ま
で
は
江
戸
の
呉
服
問
屋
、
糸
問
屋
と
桐
生
新
町
の
利
害
は
と
り
あ
え

ず
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
生
糸
の
在
庫
逼
迫
が
十
月
に
入
る
と
桐
生
一
地
方
だ
け

の

問
題
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

4

第
三
回
嘆
願
（
十
月
二
十
四
日
）

　
こ
の
間
公
事
宿
に
差
し
控
え
を
命
ぜ
ら
れ
待
機
し
て
い
た
六
人
で
あ
る
が
、
時
間

の
経
過

に
つ
れ
て
地
元
の
状
況
の
悪
化
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち

十
月
に
入
る
と
張
訴
が
頻
繁
に
行
わ
れ
（
詳
細
は
後
述
）
生
糸
の
町
外
運
び
出
し
を

糾
弾
す
る
と
共
に
、
直
接
的
な
打
ち
壊
し
行
動
を
示
唆
す
る
内
容
が
混
じ
る
よ
う
に

な
り
、
町
内
は
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
前
回
と
同
様
の
型
式

で
再
嘆
願
が
至
急

に
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
前
回
の
嘆
願
時
に
「
追
っ
て
沙

汰
す
る
…
…
」
旨
の
返
答
が
あ
っ
た
後
何
も
返
答
が
な
い
が
、
そ
の
間
に
原
料
の
生

糸
が
切
れ
、
休
業
す
る
機
屋
が
発
生
し
、
下
織
も
仕
事
が
無
く
な
り
「
難
渋
飢
渇
に

及
び

候
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
周
辺
五
十
四
ヶ
村
の
中
心
地
で

あ
る
桐
生
新
町
で
は
「
町
役
人
其
外
重
立
候
者
共
宅
江
不
容
易
事
共
認
張
置
候
儀
等

毎
夜
有
之
傍
以
一
同
心
痛
仕
　
此
儘
成
行
候
て
は
、
何
様
の
変
事
出
来
可
致
も
難

（1
7
）

計
、
」
と
町
役
人
宅
に
生
糸
商
人
糾
弾
や
暴
動
予
告
の
張
紙
が
張
ら
れ
る
な
ど
不
穏

な
情
勢
が
高
ま
っ
た
と
し
、
桐
生
で
混
乱
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
と
緊
迫
し
た

情
勢
を
訴
え
て
い
る
。

　

町
役
人
を
は
じ
め
と
す
る
桐
生
の
支
配
層
は
、
こ
の
よ
う
な
桐
生
市
内
の
不
穏
な

情
勢

に
慌
て
る
と
共
に
、
当
面
民
衆
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
自
分
た
ち
の
行
政
的
な

努
力
を
継
続
し
て
い
る
姿
勢
を
見
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
再
々
嘆
願
実
施
で
あ
っ
た
。

5

第
四
回
嘆
願
（
大
老
井
伊
直
弼
他
へ
駕
籠
訴
）
（
十
一
月
九
日
）

　
上
記
の
よ
う
な
逼
迫
し
た
情
勢
下
に
行
わ
れ
た
再
嘆
願
で
あ
っ
た
が
、
依
然
と
し

て

す
ぐ
に
結
果
が
出
る
こ
と
は
期
待
で
き
ず
、
一
方
桐
生
の
民
衆
の
不
満
は
日
々
に

高
ま
り
、
騒
動
も
起
こ
り
か
ね
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
幕
府
と
民
衆
の
板

ば

さ
み
に
な
っ
て
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
嘆
願
者
達
は
つ
い
に
は
駕
籠
訴
を
決
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
二
度
の
嘆
願
書
の
代
表
を
務
め
た
二
名
が
二
手
に
分
か
れ
、
十
一
月

九

日
午
前
に
桐
生
新
町
の
組
頭
古
木
四
郎
兵
衛
は
大
老
井
伊
直
弼
に
、
如
来
堂
村
津

久
井
儀
右
衛
門
は
老
中
間
部
詮
勝
へ
直
訴
し
た
。

　
嘆
願
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
変
化
は
な
い
が
加
え
て
、
桐
生
新
町
の
最
近
の

情
勢
は
「
機
屋
並
に
下
織
共
一
同
日
日
の
営
方
差
支
、
是
迄
は
衣
類
雑
具
等
追
々
売

払
其
日
々
を
漸
相
凌
ぎ
居
候
処
、
此
節
に
至
り
て
は
、
必
至
難
渋
致
詰
、
及
飢
渇
候

様
相
成
、
悲
嘆
の
余
り
最
寄
々
々
江
相
挙
り
集
評
い
た
し
不
穏
の
趣
…
…
」
で
あ
り
、

「外
国
人
へ
糸
売
買
の
儀
弥
増
被
相
募
候
て
は
、
」
家
康
以
来
二
百
年
余
の
由
緒
の
あ

る
御
吉
例
の
地
が
「
忽
ち
潰
れ
退
転
は
、
眼
前
の
儀
と
寝
食
も
厭
は
ず
一
同
騒
立
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

悲
嘆
罷
在
、
此
上
何
様
之
変
事
出
来
可
申
も
難
計
、
片
時
も
安
心
不
仕
旨
…
…
」
と

い
う
切
迫
し
た
状
況
か
ら
上
訴
に
い
た
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
あ
る
意
味
で
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
行
動
で
あ
っ
た
が
駕
籠
訴
は
成
功
し
、
訴
文
は
受

理
さ
れ
た
。
ま
た
、
訴
人
は
両
名
と
も
一
時
的
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
の
す
ぐ
に
各
領
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主
へ
お
預
け
と
な
っ
た
。
特
に
記
録
に
残
っ
て
い
る
古
木
四
郎
兵
衛
（
井
伊
へ
の
上

訴
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
何
の
答
め
も
な
く
当
日
夜
に
は
旅
宿
へ
戻
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
後
日
（
日
付
不
明
）
井
伊
大
老
の
屋
敷
に
呼
び
出
さ
れ
「
井
伊
よ
り
願
い
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

聞
き
入
れ
た
の
で
帰
国
す
る
よ
う
に
」
と
の
達
し
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
一
方
地
元
桐
生
で
は
此
の
駕
籠
訴
の
一
報
が
入
る
と
、
「
実
に
驚
き
入
右
に
付
今

晩
も
役
人
方
は
不
及
申
、
町
々
火
消
織
屋
方
一
同
全
（
ヤ
マ
ニ
H
料
理
屋
）
江
打
寄

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

相
談
等
有
之
…
…
」
の
よ
う
に
新
町
の
町
役
人
と
有
力
者
が
集
ま
り
事
態
を
注
視
し
、

対
応

を
協
議
し
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
夜
明
け
て
格
別
の
答
め
も
な
く
領
主

お

預
け
と
な
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
と
町
中
が
安
堵
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
決
死
の
直
訴
も
表
面
的
に
は
何
の
効
果
も
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
幕
府
は
運
上
所
を
通
じ
た
貿
易
統
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

続
け
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
効
果
は
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
で
、
井
伊
が
「
願
い
の
儀

…
…
」
と
申
し
渡
し
た
の
も
ま
ん
ざ
ら
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
十
一
月
二
十
四
日
登
城
し
た
米
総
領
事
ハ
リ
ス
は
老
中
脇
坂
安
宅
と

会
談
し
、
禁
制
品
以
外
の
産
物
に
つ
い
て
も
幕
府
が
輸
出
規
制
を
し
て
い
る
点
を
抗

議

し
た
。
対
し
て
幕
府
側
か
ら
生
糸
を
例
に
国
内
需
要
が
逼
迫
し
て
い
る
旨
の
説
明

が
な
さ
れ
た
が
、
ハ
リ
ス
は
そ
れ
が
条
約
違
反
に
な
る
と
指
摘
、
制
限
は
各
国
と
の

協
議
に
よ
る
べ
き
と
発
言
し
た
。
結
局
こ
の
会
談
を
受
け
た
幕
府
は
、
翌
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

以
後
に
は
運
上
所
を
通
じ
て
の
生
糸
の
輸
出
抑
制
を
中
止
さ
せ
た
。

6

第
五
回
嘆
願
（
十
二
月
八
日
）

　
こ
う
い
っ
た
事
情
を
反
映
し
て
か
、
輸
出
抑
制
中
止
の
翌
日
の
十
一
月
二
十
六
日
、

こ
れ
ま
で
の
嘆
願
運
動
に
対
し
て
幕
府
か
ら
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
。
早
速
江
戸
に
詰

め

て

い

た
六
人
が
出
仕
、
幕
府
の
事
情
聴
取
を
受
け
た
。
こ
の
中
で
幕
府
か
ら
は
、

「厚
御
理
解
の
上
、
追
て
御
沙
汰
可
被
為
在
間
、
御
調
中
一
ト
先
帰
村
致
、
糸
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

共
へ
も
示
談
可
致
旨
、
被
　
仰
聞
…
…
」
と
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
生
糸
輸
出

禁
止
は
早
急
に
は
無
理
で
あ
り
、
訴
訟
を
中
止
し
生
糸
価
格
は
商
人
と
示
談
せ
よ
と
、

幕
府
が
こ
の
問
題
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
結
局
幕
府
は
当
面
の
輸

出
抑
制
策
が
失
敗
し
た
こ
と
を
受
け
て
桐
生
に
対
し
て
も
生
糸
輸
出
禁
止
運
動
に
引

導
を
渡
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
間
も
嘆
願
運
動
を
続
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
抑
え
て
き
た
地
元

桐
生
の
小
前
層
が
い
つ
爆
発
す
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
嘆
願
者
の
六
人
は

帰
国
を
延
ば
し
、
幕
府
の
言
う
よ
う
な
生
糸
商
人
と
の
話
し
合
い
は
不
可
能
で
あ
る

と
の
考
え
を
述
べ
、
再
三
の
輸
出
禁
止
の
嘆
願
書
を
提
出
し
て
江
戸
を
退
去
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
十
二
月
八
日
、
五
度
目
の
生
糸
の
輸
出
停
止
を
求
め
た
嘆
願
を
行
う
と
共

に
六
人
は
旅
宿
を
引
き
払
い
、
九
月
以
来
の
桐
生
地
方
か
ら
幕
府
へ
の
嘆
願
運
動
は

終
息
す
る
事
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
後
も
安
政
七
年
二
月
に
は
再
々
の
嘆
願
計
画

が
持
ち
上
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
既
に
施
米
や
町
内
生
糸
商
へ
の
加
罰
な
ど
一
連

の
地
元
で

の
対
策
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
中
止
と
な
っ
た
。

7
　
嘆
願
運
動
の
結
末

　

こ
の
よ
う
に
七
月
始
め
か
ら
始
ま
っ
た
生
糸
輸
出
禁
止
の
嘆
願
運
動
は
、
あ
る
部

分
で

は
幕
府
を
動
か
し
、
実
際
に
横
浜
開
港
場
の
運
上
所
に
よ
る
輸
出
抑
制
が
行
わ

れ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ハ
リ
ス
の
抗
議
を
招
く
ほ
ど
の
一
定
の
効
果
は
あ
っ
た
も
の

の
、
桐
生
の
糸
価
を
下
げ
る
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
す
に
は
あ
ま
り
に
弱
い
政
策
で

あ
っ
た
。
し
か
も
ハ
リ
ス
の
一
度
の
抗
議
に
よ
っ
て
即
刻
中
止
さ
れ
る
と
い
っ
た
応

急
手
当
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
に
幕
府
が
貿
易
統
制
に
乗
り

出
す
の
は
、
翌
七
年
春
の
五
品
江
戸
回
送
令
で
あ
り
、
か
え
っ
て
こ
の
間
は
国
内
品

の
輸
出
は
全
く
経
済
の
動
向
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
此
の
一
連
の
嘆
願
運
動
の
費
用
に
つ
い
て
嘆
願
運
動
の
事
務
方
を
勤
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

稲
垣
考
右
衛
門
の
「
糸
交
易
差
止
嘆
願
入
用
記
」
か
ら
ま
と
め
て
み
る
。

　
ま
ず
こ
の
帳
面
の
は
じ
ま
り
が
安
政
六
年
九
月
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
嘆
願

運
動
が
桐
生
領
周
辺
三
十
五
ヵ
村
か
ら
の
も
の
に
な
っ
て
か
ら
（
第
二
回
嘆
願
以
後
）
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表3　嘆願運動関係領主

進物贈り先 値段 知行所

酒井様御屋敷、御代官渋谷様、多田様、相馬様 三分 桐生新町

遠山隼人様御用人 一分二朱 下仁田村

中根様御用人 二分 如来堂村

内藤様御用人 二分 下久方村

落合様御用人 二分 新宿村

（「糸交易差止嘆願入用記」より作製）

あ
っ
た
事
に
較
べ
る
と
か
な
り
高
価
に
つ
い
た
運
動
で
あ
り
、

町
役
人
層
の
期
待
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。

の
経
費
で
あ
る
。
こ
の
日
に
二
十
五
両
の
元
手
を
持
っ

て

嘆
願
者
の
六
人
が
桐
生
を
出
発
し
た
。
江
戸
に
着
い

た
の
は
十
六
日
夜
か
十
七
日
朝
で
十
七
日
か
ら
は
、
代

表
者
六
人
の
所
属
す
る
知
行
地
の
領
主
五
家
へ
挨
拶
廻

り
に
出
向
い
て
い
る
。
進
物
を
贈
っ
て
幕
府
へ
の
嘆
願

を
報
告
し
た
領
主
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
表
3
）

　

こ
の
五
家
に
は
嘆
願
書
提
出
の
折
の
口
利
き
を
頼
ん

だ
も
の
で
、
加
え
て
そ
の
後
九
月
二
十
七
日
最
初
の
嘆

願

の
折

に
も
、
一
分
程
度
の
礼
金
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
掛
か
っ
た
費
用
は
訴
訟
宿
や
旅
宿
へ
の
礼
金
、

六
名
の
代
表
者
の
滞
在
費
、
文
具
な
ど
で
あ
る
。

　
結
局
、
総
代
が
此
の
訴
訟
団
へ
渡
し
た
金
額
は
八
十

六
両

二
分
一
朱
六
五
〇
文
で
あ
り
、
そ
の
他
に
訴
訟
団

が
使
っ
た
金
が
九
両
三
分
三
朱
余
で
総
額
九
十
六
両
余

の

経
費
が
か
か
っ
た
嘆
願
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後

の

述

べ

る
五
回
の
施
米
の
総
費
用
が
五
〇
〇
両
余
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
意
味
で
は
桐
生

④
桐
生
新
町
の
対
応
2
ー
張
訴
騒
動
と
糸
商
人
の
処
罰

　
こ
こ
で
は
安
政
六
年
九
月
か
ら
十
二
月
を
中
心
に
下
織
と
呼
ば
れ
る
織
物
工
業
者

の

困
窮
の
進
展
と
そ
の
対
策
要
求
の
激
化
、
さ
ら
に
各
地
で
の
不
穏
情
勢
の
醸
成
に

つ
い
て

考
察
し
こ
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
形
で
町
内
の
商
人
小
西
屋
幸
次
郎
を
ス

ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
す
る
、
糸
商
人
へ
の
処
罰
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

1
　
下
職
の
生
活
不
安

　
ま
ず
安
政
六
年
の
生
糸
不
足
に
お
い
て
桐
生
市
内
で
こ
の
影
響
を
最
も
深
刻
に
受

け
た
の
は
、
「
機
下
織
（
は
た
し
た
じ
ょ
く
）
」
と
呼
ば
れ
る
製
織
工
程
の
労
働
者
的

な
立
場
を
持
っ
た
階
層
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
数
的
に
も
機
業
関
係
の
職
業
の
中
で
は

一
番
多
く
、
十
年
後
の
明
治
初
年
の
調
査
で
は
桐
生
新
町
に
一
二
三
戸
、
周
辺
農
村

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
四
戸
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
機
下
職
に
は
純
粋
に
織
物
に
関
わ
る
者
が
い
る

一
方
で
、
先
染
め
後
織
り
の
織
物
の
準
備
工
程
に
は
撚
糸
、
糸
繰
、
糸
張
、
染
色
等
、

ま
た
仕
上
げ
工
程
に
は
張
屋
、
紺
屋
、
整
理
等
…
…
の
い
く
つ
も
の
専
門
化
し
た
下

請
的
な
職
業
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
零
細
業
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
宅
を
兼
ね

た
借
家
の
作
業
場
で
自
営
す
る
の
が
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

　
で

は
こ
の
時
期
の
下
織
の
困
窮
は
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
。
安
政
六
年

七

月
、
桐
生
織
屋
一
同
名
で
幕
府
に
最
初
に
提
出
し
た
第
一
回
嘆
願
書
に
も
既
に

「
…
…
休
機
致
し
、
機
職
人
共
、
暮
し
方
に
差
支
、
多
人
数
相
挙
り
日
々
絹
仲
買
問

屋
へ
合
力
に
参
り
候
に
付
…
…
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
下
織
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い

な
い
も
の
の
織
物
関
係
の
職
人
が
ま
ず
生
活
に
困
窮
し
、
生
糸
不
足
解
消
の
た
め
の

何

ら
か
の
直
接
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
下
織
の
生
糸
高
騰
へ
の
不
満
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
現
れ
る
の
は
、
九
月

十
日
に
桐
生
新
町
の
名
主
長
沢
新
助
宛
に
差
し
出
さ
れ
た
「
桐
生
領
在
下
織
一
同
」

名
義
の
以
下
の
嘆
願
書
で
あ
る
。

　

「乍
恐
以
書
面
奉
愁
訴
候

　
　
一
、
上
州
山
田
郡
桐
生
領
下
職
之
者
一
同
奉
御
歎
願
候
、
当
七
月
中
よ
り
於
加

　
　
奈
川
・
横
浜
二
交
易
御
差
免
二
相
成
候
付
、
佐
羽
吉
右
衛
門
・
藤
生
善
十
郎
・

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
小
西
屋
幸
二
郎
右
三
人
之
者
共

　
　
　
御
吉
例
之
地
ヲ
忘
却
致
、
万
民
之
難
義
所
之
衰
徴
ヲ
不
厭
、
己
之
欲
心
二
迷

　
　
交
易
専
二
致
、
生
糸
類
品
切
二
相
成
候
も
難
計
、
誠
二
辺
々
之
糸
高
直
二
て
ハ
、

　
　
定
メ
し
織
屋
方
渡
世
取
続
キ
も
相
成
兼
候
与
奉
察
し
、
既
二
此
節
ハ
近
在
之
内
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二
下
職
之
者
共
余
程
相
休
居
候
者
も
相
見
へ
、
能
織
屋
方
皆
休
二
相
成
候
上
者
、

　
　

桐
生
領
者
勿
論
足
利
近
在
村
々
下
職
之
者
共
諸
商
人
　
御
当
所
裏
店
二
至
ま
で

　
　

渇
命
二
及
、
其
節
者
無
拠
難
渋
之
者
共
一
同
打
入
乱
ほ
ふ
相
働
キ
、
右
三
人
者

　
　
不
申
及
御
察
も
有
之
候
糸
多
分
二
買
入
置
、
渡
世
取
続
キ
居
候
機
屋
方
迄
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
打
入
可
申
事
一
血
致
、
其
節
御
当
役
様
方
江
別
段
二
御
心
配
ヲ
相
か
け
、
其
上

　
　
御
手
数
二
預
り
、
其
儀
甚
恐
入
候
間
、
前
日
之
内
書
面
ヲ
以
申
上
候
、
吉
右
衛

　
　

門
義
者
国
産
之
御
蔭
二
て
大
家
二
相
成
、
共
儀
ヲ
わ
す
れ
当
所
へ
極
内
こ
て
絹

　
　
枢
二
入
、
外
品
与
見
セ
か
け
生
糸
多
分
二
交
易
第
一
番
出
荷
致
候
世
間
之
噂
サ

　
　
ニ
御
座
候
、
当
年
新
糸
よ
り
仕
入
方
几
弐
万
四
五
千
両
ヲ
買
入
侯
風
聞
侯
へ
共
、

　
　

只
今
打
合
之
品
仲
々
多
分
二
無
之
よ
し
、
右
働
キ
か
た
御
当
地
へ
対
し
こ
く
そ

　
　
く
同
様
之
致
か
た
御
座
候
間
、
打
入
乱
入
之
義
者
吉
右
衛
門
第
一
番
可
致
候
、

　
　
幸
二
郎
儀
者
手
前
渡
世
二
も
無
之
品
警
少
々
た
り
共
生
糸
ヲ
仕
入
、
世
間
之
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ぶ
　
し

　
　
気
ヲ
く
る
わ
し
、
其
儀
な
ら
す
木
附
子
八
百
表
余
、
凡
目
方
千
弐
参
百
貫
目
交

　
　
易
二
さ
し
送
り
、
為
其
二
両
二
弐
貫
目
ほ
と
直
段
ひ
き
あ
け
、
全
ク
小
西
屋
之

　
　
働

キ
故
二
候
、
織
屋
方
迷
惑
致
と
り
く
之
噂
等
も
御
座
候
、
此
者
き
も
吉
右

　
　
衛
門
方
乱
入
之
節
別
段
御
礼
手
厚
ク
可
仕
候
、
御
当
所
之
　
御
吉
例
地
江
右
よ

　
　
ふ
三
人

ヲ
其
侭
二
差
置
候
ハ
、
既
二
国
乱
与
相
成
一
同
歎
ケ
敷
次
第
二
御
座
候
、

　
　
何
卒
難
渋
之
者
共
一
同
御
助
ケ
被
下
候
、
御
当
所
諸
商
人
並
二
在
方
身
柄
之
者

　
　
共
へ
織
立
候
絹
之
外
機
方
二
拘
り
候
品
交
易
二
差
送
り
候
義
者
一
切
御
差
留
之

　
　
趣
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
者
、
右
願
之
者
村
々
凡
弐
万
人
余
之
一
同
平
安
二
納
り
、

　
　
以
誠
二
恭
仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
政
六
己

未
年
九
月
　
　
　
　
桐
生
領
在
下
職
者
共
一
同

　
　
桐
生
新
町

　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
御
役
人
中
様
」

　

こ
の
よ
う
に
形
式
は
嘆
願
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
は
生
糸
高
騰
の
原
因
を
つ

く
っ
た
者
と
し
て
、
桐
生
に
関
係
し
た
商
人
の
佐
羽
吉
右
衛
門
、
藤
生
善
十
郎
、
小

西
屋
幸
次
郎
の
三
名
の
名
前
を
挙
げ
た
告
発
と
脅
迫
で
あ
る
。
特
に
そ
の
生
糸
移
送

の
手
口
に
つ
い
て
、
佐
羽
は
「
当
所
へ
極
内
々
に
て
、
絹
枢
二
入
、
外
品
と
見
せ
か

け
、
生
糸
多
分
に
交
易
第
一
番
出
荷
致
候
世
間
の
噂
に
御
座
候
、
当
年
新
糸
よ
り
仕

入
方
凡
弐
万
四
五
千
両
を
買
入
候
風
聞
に
御
座
候
…
…
」
で
あ
り
、
「
国
賊
同
様
の

致
し
か
た
に
御
座
候
間
、
打
入
乱
入
之
儀
は
、
吉
右
衛
門
方
第
一
番
に
…
…
」
と
言

わ

れ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　

さ
ら
に
小
西
屋
は
「
幸
二
郎
儀
は
、
手
前
渡
世
に
も
無
之
品
得
心
外
々
江
ゆ
き
生

糸
仕
入
、
世
間
の
人
気
を
く
る
わ
し
、
其
儀
な
ら
ず
木
附
子
八
百
表
余
、
目
方
千
二

三

百
貫
目
交
易
に
差
送
り
、
為
其
両
に
二
貫
目
程
直
段
引
上
、
全
く
小
西
屋
働
き
故

に
候
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
西
屋
の
よ
う
な
元
来
は
糸
商
人

で

な
い
者
も
投
機
的
に
糸
売
買
に
参
入
し
た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
佐
羽
の
買

い
集
め
た
生
糸
は
二
万
四
五
千
両
と
言
う
大
量
な
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に

一
部
は
風
聞
と
断
り
な
が
ら
も
そ
の
手
口
や
仕
入
れ
数
字
ま
で
具
体
的
に
挙
げ
、
桐

生

市
内
の
生
糸
不
足
が
市
内
の
生
糸
商
人
の
横
浜
へ
の
生
糸
出
荷
に
よ
っ
て
悪
化
さ

せ
ら
れ
て
い
る
現
状
を
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
う
い
っ
た
生
糸
商
に
加
え
て
、
一
部
の
織
屋
は
生
糸
の
買
い
だ
め
を
し

て

い

た
よ
う
で
あ
り
「
御
察
し
之
有
候
糸
多
分
に
買
入
置
、
渡
世
取
続
き
居
候
機
屋

方
江
も
、
一
同
打
入
り
…
…
」
と
い
っ
た
様
に
ほ
と
ん
ど
の
機
屋
が
休
業
し
て
い
る

な
か
で
買
い
置
き
の
生
糸
で
操
業
を
続
け
て
い
る
機
屋
に
ま
で
非
難
の
矛
先
が
向
い

て
き
て
い
る
。

　
そ

し
て
、
結
論
と
し
て
「
何
卒
難
渋
者
共
、
一
同
御
助
け
被
下
、
御
当
所
諸
商
人

並
在
方
身
柄
の
者
へ
、
織
立
候
絹
之
外
、
機
屋
に
拘
り
候
品
交
易
に
差
送
り
候
儀
は
、

一
切
御
差
留
之
趣
被
仰
付
被
下
候
は
ば
…
…
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
生
糸

不
足
に
よ
り
一
番
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
た
下
織
の
中
で
は
、
桐
生
市
内
の
生
糸
価
格

の

高
騰
は
、
市
内
の
糸
商
人
の
買
い
占
め
と
横
浜
移
送
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
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2
　
生
糸
商
人
の
実
態

　
次

に
こ
の
嘆
願
書
に
見
ら
れ
る
桐
生
市
場
の
生
糸
商
人
の
行
動
に
つ
い
て
、
比
較

的
資
料
が
残
っ
て
い
る
藤
生
善
十
郎
を
例
に
考
察
し
て
み
た
い
。
藤
生
家
は
桐
生
新

町

の

隣
村
の
大
間
々
町
桐
原
で
代
々
絹
織
物
や
生
糸
の
買
い
継
ぎ
商
を
営
ん
で
い
る

家
で
あ
り
、
桐
生
で
の
生
糸
の
販
売
が
そ
の
商
売
の
中
心
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
藤

生

家
は
早
期
に
開
港
の
情
報
を
掴
み
、
安
政
六
年
四
月
二
十
八
日
に
は
幕
府
へ
売
り

込
み
商
の
営
業
許
可
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
中
で
売
り
込
み
品
に
は
既
に
生
糸

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

取

り
扱
い
も
含
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
準
備
を
整
え
た
藤
生
家
は
開
港
と
同
時
に

横
浜
に
藤
屋
の
屋
号
で
支
店
を
構
え
交
易
を
始
め
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
そ
の
安
政
六

年
の
生
糸
の
売
上
金
額
は
二
四
、
五
六
〇
両
で
、
販
売
の
三
十
五
％
の
八
、
六
二
七

両
が
横
浜
で
の
販
売
、
残
り
が
桐
生
で
の
販
売
で
あ
っ
た
。
し
か
し
利
益
面
で
は
、

桐
生
の
販
売
分
六
十
五
％
か
ら
の
利
益
は
五
五
七
両
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
十
五
％

の

横
浜
販
売
分
が
二
、
八
七
四
両
を
稼
ぎ
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
開
港
が
六
月

で

あ
り
横
浜
で
の
交
易
は
約
半
年
分
に
過
ぎ
な
い
な
が
ら
、
単
純
に
比
較
し
て
五
倍

近
い
利
益
を
横
浜
交
易
か
ら
得
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
巨
利
に
惹
か
れ

翌
年
に
は
取
り
扱
い
生
糸
の
売
上
金
額
の
九
十
二
％
（
五
七
、
三
二
二
両
x
O
・
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

二

‖
五
一
、
五
八
一
両
）
は
横
浜
で
捌
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
記
録
上
確
実
な
藤
生
家
の
生
糸
販
売
が
八
、
六
〇
〇
両
余
で
あ
る
か

ら
、
下
職
の
嘆
願
書
で
藤
生
以
上
に
激
し
く
糾
弾
さ
れ
て
い
る
佐
羽
の
二
四
、
○
○

○

～
二
五
、
○
○
○
両
と
い
う
買
入
額
が
い
か
に
ば
く
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
想
像

で

き
る
。
こ
う
い
っ
た
桐
生
の
糸
買
い
継
ぎ
商
の
生
糸
の
取
扱
量
は
横
浜
か
ら
輸
出

さ
れ
た
生
糸
の
総
量
に
較
べ
て
も
か
な
り
の
量
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
安
政
六
年
の
半
年
間
で
の
横
浜
か
ら
の
生
糸
輸
出
総
量
は
二
〇
数
万
斤
～
三

　
　
　
　
（
3
0
）

○

数
万
斤
で
、
開
港
直
後
の
六
月
か
ら
九
月
の
四
ヶ
月
間
で
は
一
万
七
～
八
千
斤
程

度

と
言
わ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
あ
げ
た
二
業
者
だ
け
で
あ
っ
て
も
そ
の
生
糸
買

い
入
れ
合
計
額
三
万
両
弱
の
生
糸
（
生
糸
が
一
斤
一
両
と
見
れ
ば
約
三
万
斤
弱
）
は
、

こ
の
年
の
輸
出
額
の
八
分
の
一
～
十
分
の
一
を
占
め
る
膨
大
な
生
糸
で
あ
っ
た
。
し

か

も
そ
の
生
糸
が
、
七
月
初
と
言
う
時
点
で
横
浜
に
差
し
送
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
黎

明
期
の
貿
易
の
中
で
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
想
像
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
の
生
糸
貿
易
に
関
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
が
開
港
時
の
大
商
人
仲
居
屋
重
兵
衛
が
信
州
・
甲
州
の
生
糸
を
開
港
前
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ら
買
い
集
め
さ
せ
た
規
模
が
数
千
両
と
い
う
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
桐
生
の

地

方
生
糸
商
が
動
か
し
た
こ
の
生
糸
の
量
は
前
述
の
よ
う
に
金
額
面
で
も
桁
が
違
う

も
の
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
下
織
の
嘆
願
で
糾
弾
さ
れ
た
三
業
者
に
限
っ
て
も
そ
の
生
糸
取
り
扱

い
規
模
が
い
か

に
巨
額
な
物
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
貿
易
の
黎
明
期
と
い
う
タ
イ

ミ
ン
グ
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
生
糸
移
送
は
桐
生
は
お
ろ
か
関
東

一
円
い
や
全
国
の
生
糸
価
格
暴
騰
を
招
く
だ
け
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易

に
想
像
で
き
よ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
安
政
六
年
の
桐
生
市
内
の
生
糸
価
格
の
暴
騰
と
品
不
足
は
全
国
的

な
も
の
と
明
ら
か
に
異
な
る
「
地
域
的
」
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一
は
そ
の
時
期
が
き

わ
め
て
早
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
月
に
始
ま
っ
た
横
浜
貿
易
が
実
際
に
機
能

し
て
い
な
い
時
期
に
早
く
も
生
糸
高
騰
が
始
ま
り
、
生
糸
販
売
が
初
め
て
行
わ
れ
た

か

ど
う
か
の
七
月
初
旬
に
は
生
糸
貿
易
禁
止
の
嘆
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
こ
の
当
時
の
西
陣
に
於
け
る
生
糸
価
格
は
新
糸
の
出
荷
、
長
崎
貿
易
か
ら
の
戻

り
糸
を
迎
え
、
春
に
較
べ
て
む
し
ろ
低
下
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
生
糸
の
高
騰
が
地
元
の
糸
商
人
に
よ
っ
て
極
め
て
人
為
的
に
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
漠
然
と
し
た
「
全
国
的
な
貿
易
の
影
響
」
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
桐
生
の
動
き
が
全
国
的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
主
客
が
転

倒
し
た
立
場
に
あ
る
点
で
あ
る
。

　
第
三
点
は
、
生
糸
入
手
困
難
の
原
因
の
問
題
で
あ
る
。
安
政
六
年
は
蚕
の
不
作
で

生
糸
の
量
自
体
が
少
な
く
な
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
藤
生
家
の
生
糸
取
り

扱
い
量
の
点
か
ら
の
み
見
れ
ば
、
安
政
六
年
に
お
け
る
桐
生
の
需
要
家
向
け
の
生
糸
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の
量

は
、
翌
年
の
万
延
元
年
の
そ
れ
と
較
べ
れ
ば
量
的
に
は
格
段
に
多
く
、
少
な
く

と
も
安
政
六
年
時
点
で
の
桐
生
向
け
生
糸
は
量
的
に
は
そ
こ
そ
こ
に
確
保
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
桐
生
地
方
の
安
政
六
年
夏
～
秋
の
段
階
で
の
生
糸

の
入
手
困
難
は
、
そ
の
量
的
不
足
で
あ
る
よ
り
も
買
い
占
め
や
横
浜
移
送
に
よ
る
値

段
の
高
騰
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
地
域
的
に
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
原
因
で
生
糸
暴
騰
と
品
不
足
が

引
き
起
こ
さ
れ
さ
ら
に
、
そ
の
原
因
を
作
っ
た
買
い
継
ぎ
商
が
、
例
え
ば
佐
羽
家
に

見

ら
れ
る
よ
う
に
、
他
方
で
江
戸
の
呉
服
屋
仲
間
へ
嘆
願
書
提
出
の
総
代
に
な
っ
た

り
、
生
糸
輸
出
禁
止
の
嘆
願
運
動
に
資
金
援
助
し
て
い
る
な
ど
、
あ
る
意
味
で
マ
ッ

チ

ポ
ン

プ

的
な
行
動
を
行
っ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
買

い
継
ぎ
商
の
行
動
が
彼
ら
の
営
業
活
動
や
商
品
輸
送
の
実
務
を
支
え
て
い
る
奉
公
人

や
人
夫
達
か

ら
、
同
階
層
の
下
職
達
に
伝
わ
る
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
こ
う
い
っ
た
投
機
的
な
商
業
活
動
の
余
波
で
困
窮
し
た
彼
ら
が

怒

り
を
持
っ
て
そ
の
要
求
を
突
き
つ
け
る
対
象
を
買
い
継
ぎ
業
者
に
絞
り
、
厳
し
い

弾
劾
や
告
発
、
脅
迫
を
行
う
原
因
と
な
っ
た
は
必
然
的
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

3
　
張
訴
の
横
行

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
安
政
六
年
の
夏
の
「
市
内
買
い
継
ぎ
商
の
買
い
荒
ら
し
」
を

主

原
因
と
す
る
生
糸
の
高
騰
と
品
不
足
、
そ
し
て
下
職
の
不
穏
な
情
勢
に
促
さ
れ
た

町
役
人
側
は
嘆
願
と
い
っ
た
形
で
の
幕
府
へ
の
運
動
を
開
始
し
、
事
態
の
解
決
を
計

ろ
う
と
試
み
た
。
ま
た
こ
の
運
動
は
一
方
で
は
困
窮
を
深
め
る
下
職
達
の
不
満
を
な

だ
め
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
嘆
願
の
効
果
は
あ
が
ら
ず
、
地
元
の
情
勢
が

不
穏
に
な
る
に
つ
れ
て
あ
せ
り
が
高
じ
て
駕
籠
訴
ま
で
決
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
つ
い
に
十
二
月
初
旬
に
は
幕
府
か
ら
生
糸
商
人
と
の
和
議
を
勧
め
る
通
告
が

あ
り
、
事
実
上
幕
府
の
政
策
と
し
て
の
生
糸
輸
出
禁
止
は
絶
望
的
に
な
っ
た
。

　

こ
の
間
、
生
活
不
安
が
募
る
中
で
嘆
願
の
成
り
行
き
を
見
て
い
た
小
前
層
か
ら
は

十
月
に
は
い
る
と
脅
迫
的
な
「
張
訴
」
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
張
訴
は
江
戸
後

期
の
桐
生
町
内
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
匿
名
の
告
発
者
が
不
正
告
発
や
嘆

願

を
記
し
た
紙
面
を
役
人
宅
な
ど
に
張
り
付
け
民
意
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
。
特
に

放
火
の
脅
迫
を
主
に
し
た
「
火
札
」
も
こ
の
一
種
で
あ
る
。
内
容
は
公
的
私
的
入
り

交
じ
り
、
町
役
人
や
僧
籍
者
の
不
正
告
発
か
ら
、
私
的
な
恋
愛
感
情
の
も
つ
れ
に
発

す
る
放
火
の
脅
迫
ま
で
か
な
り
色
々
な
も
の
が
混
じ
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。

　

お
り
し
も
安
政
六
年
か
ら
万
延
二
年
に
か
け
て
当
時
の
町
役
人
で
あ
っ
た
長
沢
新

助
が
こ
の
期
間
に
回
収
し
た
も
の
が
長
沢
家
文
書
の
中
に
十
数
通
残
存
す
る
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
下
織
の
動
き
を
眺
め
て
み
る
。

　

ま
ず
日
付
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
中
で
は
一
番
早
い
時
期
、
十
月
十
六
日
夜
の
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

訴
状
「
乍
揮
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
長
沢
家
文
書
　
一
七
三
八
、
四
枚
残
存
）
で
は
、

前
月
の
下
織
嘆
願
書
に
見
ら
れ
る
単
純
な
生
糸
の
移
送
反
対
か
ら
、
「
…
…
其
の
中

に

も
糸
多
分
買
置
、
織
屋
方
不
承
知
被
申
候
人
は
見
留
置
、
人
々
難
渋
も
不
顧
不
玲

の
至
り
に
候
間
、
一
同
打
入
、
乱
妨
可
仕
候
。
…
…
」
と
生
糸
を
隠
匿
す
る
糸
商
人
・

織
物
業
者
へ
の
告
発
と
打
ち
壊
し
の
脅
迫
が
公
言
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
じ
時
期
の
火
札
の
中
に
は
、

　

二
、
火
札
の
事
　
壱
丁
目
　
八
百
屋
常
右
衛
門
　
御
組
合
御
用
心
成
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（長
沢
家
文
書
一
七
三
六
）

　

「火
札
　
元
は
糸
や
今
は
商
渡
世
の
人
伊
勢
崎
紺
屋
町
名

　
　
　
　
　
古
屋
の
娘
嫁
取
る
風
聞
こ
れ
有
り
子
細
有
る
女

　
　
　
　
　
故
若
し
嫁
取
り
候
わ
ば
桐
生
残
ら
ず
黒
土
致
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
　
婿
と
勝
負
の
上
に
取
り
殺
し
仕
る
べ
く
候
」

　
と
い
っ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
一
見
す
る
と
私
的
な
怨
恨
の
様
に
も
見
え
る
が
、
時
期
的
な
要
素
を

加
味
す
る
と
あ
る
い
は
生
糸
を
野
菜
と
偽
っ
て
移
送
す
る
の
に
加
担
し
た
八
百
屋
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

生
糸
移
送
の
噂
の
あ
る
商
人
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
駕
籠
訴
後
幕
府
か
ら
和
議
の
沙
汰
が
あ
り
輸
出
禁
止
の
嘆
願
が
絶
望
的

に
な
っ
た
十
二
月
二
十
一
日
の
張
訴
（
長
沢
家
文
書
一
七
五
一
）
で
は
、
生
糸
移
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送

を
非
難
し
、
「
…
…
第
一
番
に
打
ち
壊
し
申
し
候
　
長
沢
新
助
、
二
ば
ん
森
宗
五

郎
、
三
ば
ん
元
左
衛
門
、
四
ば
ん
小
西
幸
次
郎
、
五
ば
ん
小
林
長
吉
、
六
ば
ん
山
口

屋
伝
吉
…
…
」
と
生
糸
を
移
送
し
た
者
の
名
前
を
挙
げ
て
打
ち
壊
し
の
脅
迫
を
行
っ

て

い
る
。

　
ま
た
、
同
じ
二
十
四
日
朝
の
張
訴
（
長
沢
家
文
書
一
七
四
一
）
で
は
、
宛
名
を

「御
役
人
中
様
」
と
し
て

　

「湯
沢
村
青
木
甚
兵
衛
　
桐
生
町
三
丁
目
森
宗
五
郎
、
同
二
丁
目
　
松
屋
元
左
衛

　
　
門
、
三
丁
目
入
山
吉
右
衛
門
、
五
丁
目
小
西
屋
幸
兵
衛
、
村
松
（
村
）
　
堺
屋

　
　
新
助
、
新
宿
　
江
原
貞
助
、
堺
（
境
）
野
村
　
石
井
　
右
衛
門
」

　
　
の

八
人
の

商
人
と
そ
の
手
代
と
六
人
を
名
指
し

　

「右
八
人

の
者
処
立
規
定
を
破
り
、
横
浜
へ
糸
差
送
り
候
義
憧
成
事
に
付
、
下
方

　
　
の

者
殊
の
外
騒
立
、
於
今
も
町
在
へ
二
三
十
人
内
々
評
議
不
止
事
を
何
分
鎮
り

　
　
不
申
、
右
の
者
共
落
合
大
勢
に
相
成
大
変
出
来
候
事
目
前
に
存
候
、
然
者
其
懸

　
　
よ
り
目
指
処
八
人
に
厳
重
御
掛
合
の
程
奉
願
上
候
。
以
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
沢
家
文
書
一
七
四
一
）

　
と
し
て
執
拗
に
生
糸
移
送
者
の
処
分
を
求
め
、
打
ち
壊
し
が
起
こ
る
と
脅
か
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
同
時
期
と
思
わ
れ
る
「
口
演
」
で
も

　

「近
来
糸
外
国
へ
相
渡
候
故
殊
の
外
高
値
に
相
成
一
統
難
渋
の
処
猶
又
当
初
組
村

　
　
の
内
よ
り
糸
買
〆
横
浜
の
地
へ
抜
け
売
り
い
た
し
、
箱
入
り
俵
物
に
し
て
乾
物

　
　
菓
物
に
紛
敷
荷
作
り
、
土
地
の
糸
迄
見
送
り
候
不
実
意
の
物
数
多
有
之
に
付
、

　
　
糸
払
底
に
相
成
、
織
物
渡
世
取
続
相
成
兼
、
下
織
小
商
人
に
至
迄
、
一
統
及
飢

　
　
渇
に
、
実
以
嘆
へ
敷
事
に
候
…
…
」

　

と
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
桐
生
新
町
自
体
が
衰
退
し
て
し
ま
う
と
し
て

　

「
…
…
相
図
、
空
天
に
響
候
バ
バ
、
町
内
は
軒
別
不
残
出
会
可
致
、
若
不
参
の
者

　
　

は
不
実
者
衆
類
た
る
へ
く
、
勿
論
評
議
の
次
第
に
依
て
者
、
及
乱
妨
候
共
、
加

　
　
勢
の
者
下
手
人
に
相
立
不
申
、
我
ら
十
人
に
て
引
請
、
為
土
地
の
身
命
を
投
打
、

数
万
の
可
飢
難
防
も
の
也
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
沢
家
文
書
一
七
四
四
）

　
と
ま
る
で
一
揆
の
呼
び
か
け
の
よ
う
に
、
呼
び
か
け
人
十
人
が
責
任
を
と
る
の
で

打
ち
壊
し
に
参
加
せ
よ
と
い
っ
た
撒
文
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
下
職
等
の
要
求
は
、
こ
の
時
点
で
も
あ
く
ま
で
、
生
糸
の
町
外
打
ち

出
し
禁
止
と
悪
徳
商
人
の
処
罰
に
よ
る
生
糸
価
格
の
正
常
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て

織
物
産
業
が
復
活
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
。
た
だ
小
前
層
の
生
活
が
困
窮

の
度
合
い
を
増
す
に
つ
れ
て
、
各
要
求
が
打
ち
壊
し
や
放
火
予
告
の
よ
う
な
脅
迫
を

背
景
と
し
た
過
激
な
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
動
き
は
町
役
人
の
生
糸
輸
出
禁
止
の
嘆
願
運
動
と
論
理
的
に
は
繋
が

る
も
の
で
あ
り
、
生
糸
輸
出
の
禁
止
と
い
う
点
で
は
基
本
的
に
町
役
人
層
と
対
立
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
反
面
、
嘆
願
の
不
調
が
は
っ
き
り
す

る
に
従
い
、
民
衆
の
不
満
が
直
接
、
富
裕
層
・
町
役
人
層
へ
向
く
こ
と
も
十
分
考
え

ら
れ
た
。
こ
の
た
め
不
満
を
た
め
込
ん
で
い
る
民
衆
へ
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た

何
ら
か
の
対
策
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

町
役
人
側
の
具
体
的
な
動
き
は
十
一
月
中
旬
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず

新
町

を
不
安
に
お
と
し
い
れ
て
い
る
放
火
の
脅
迫
に
対
応
し
て
輪
番
の
夜
番
見
廻
り

が
始
め

ら
れ
た
。
長
沢
家
に
残
っ
て
い
る
書
付
に
よ
れ
ば
、
十
一
月
九
日
か
ら
十
二

月
三
〇
日
ま
で
の
間
を
二
人
一
班
の
四
班
に
四
日
に
一
度
の
割
合
で
割
り
当
て
て
い

（3
5
）

る
。

　

ま
た
、
同
時
期
の
張
訴
の
中
に
は

　

「
町
内
名
主
儀
　
為
土
地
一
命
捨
乱
入
徒
党
之
者

　
　

強
賊
物
取
之
様
二
心
得
　
手
先
無
宿
之
者
大
勢

　
　

集
候
故
　
隣
家
江
対
し
候
而
者
相
済
不
申
候
得
共
不
遠

　
　

焼
払
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
宗

　
　
　
　

又
張
札
与
笑
　
　
　
　
　
　
松
　
屋
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今
二
見
ろ
　
　
　
　
　
　
小
二
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
　
屋
」
（
長
沢
家
文
書
一
七
四
〇
）

　
と
い
う
よ
う
に
、
町
役
人
層
や
商
人
側
が
打
ち
こ
わ
し
勢
力
に
対
抗
し
て
無
宿
人

の
用
心
棒
を
雇
っ
て
防
衛
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
町
役
人
は
一
方
で
は
治
安
維
持
の
た
め
の
活
動
を
行
う
と
同
時
に
、

同
じ
時
期
に
は
施
米
に
よ
る
困
窮
者
の
具
体
的
な
生
活
救
済
の
準
備
も
始
ま
っ
て
い

た
。
し
か
し
一
層
対
立
的
に
な
っ
た
小
前
層
の
怒
り
を
逸
ら
す
に
は
こ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
民
衆
の
恨
み
を
買
っ
た
人
物
を
処
分
す
る
動

き
に
発
展
し
た
。

4
　
商
人
処
分
の
実
施

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
の
桐
生
で
は
横
浜
に
生
糸
を
送
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
商
人
と
し
て
、

下
職
の
嘆
願
書
で
指
名
さ
れ
た
三
人
の
内
、
小
西
屋
幸
次
郎
の
み
が
領
主
よ
り
正
式

に
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
動
き
を
五
丁
目
名
主
で
あ
る
新
居
喜
左
衛
門
の
残
し
た

「喜
左
衛
門
日
記
」
か
ら
見
て
み
る
。
こ
の
日
記
で
は
事
の
発
端
を
以
下
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　

「十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
五
丁
目
小
西
屋
幸
次
郎
義
横
浜
江
糸
送
り
候
趣
二
付
度
々
張
札
等
義
之
風
聞

　
　
不
届
候
二
付
　
御
領
主
様
よ
り
慎
被
仰
付
候
事

　
　
当
御
陣
屋
御
白
州
に
お
い
て
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
我
等
参
人
立
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
主
　
　
　
清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
　
　
　
安
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
次
郎
代
　
龍
　
蔵
」
（
喜
左
衛
門
日
記
）

こ
の
よ
う
に
十
二
月
二
十
五
日
付
で
桐
生
新
町
五
丁
目
の
借
家
人
で
あ
る
小
西
屋

幸
次
郎
は
、
生
糸
を
横
浜
へ
送
っ
た
こ
と
で
張
訴
に
悪
評
が
載
っ
た
事
を
理
由
に
謹

慎
を
申
し
付
け
ら
れ
営
業
も
停
止
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
生
糸
を
横
浜
に

送
っ
た
か
ど
う
か
（
ま
ず
間
違
い
な
く
送
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
下
職
嘆
願
書
に
も
書

か
れ
て

い

る
と
お
り
「
警
少
々
た
り
共
生
糸
ヲ
仕
入
」
で
し
か
な
か
っ
た
）
よ
り
も
、

度
々
張
札
で
悪
名
が
流
れ
た
こ
と
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
そ
し
て
同
じ
文
書
に
よ
れ
ば
早
く
も
一
月
十
三
日
に
は
五
丁
目
か
ら
の
嘆
願
書
が

提
出
さ
れ
小
西
屋
の
謹
慎
解
除
を
願
い
出
て
い
る
。

　

「以
書
面
付
奉
歎
願
候

　
　
　
当
初
五
丁
目
左
之
名
前
之
者
一
同
奉
申
上
候
清
兵
衛
店
幸
次
郎
儀

　
　
去
七
月
中
横
浜
江
生
糸
差
送
候
段
達
　
御
聞
同
十
二
月
中

　
　
御
陣
屋
御
役
所
被
　
仰
付
候
趣
者
交
易
糸
御
差
止
歎
願
以
前
之

　
　
義
与
者
乍
申
　
不
宣
儀
二
付
慎
罷
在
候
旨
与
仰
付
奉
恐
入
候
所

　
　
幸
次
郎
義
七
月
中
差
送
候
後
者
御
国
思
顧
先
非
後
悔
致

　
　
其
後
糸
荷
一
切
取
扱
不
申
候
儀
相
違
無
御
座
候
格
別
之
以

　
　
思

召
幸
次
郎
慎
御
差
許
被
仰
付
被
下
置
候
様

　
　
御
上
屋
敷
様
江
只
顧
御
執
成
被
下
何
卒
御
燐
欄
之

　
　
御
沙
汰
偏
二
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
　
　
安
政
七
申
年
　
　
正
月

　
　
　
　
　
家
主
　
　
　
　
　
清
兵
衛

　
　
　
　
　
組
頭
　
　
　
　
　
伊
助

　
　
　
　
　
同
惣
代
　
判
頭
　
安
兵
衛
　
　
源
兵
衛
　
　
清
兵
衛
　
　
茂
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
消
　
安
兵
衛
　
　
茂
兵
衛

　
　
　
正
月
十
三
日
願
出
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
　
町
御
役
人
中
」
（
喜
左
衛
門
日
記
）

　
こ
の
嘆
願
に
も
関
わ
ら
ず
謹
慎
は
と
け
ず
、
同
二
十
二
日
前
後
に
も
五
丁
目
の
町

役
人

が
そ
ろ
っ
て
再
度
小
西
屋
の
謹
慎
を
解
除
す
る
よ
う
に
領
主
へ
嘆
願
を
行
っ
た
。
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こ
の
結
果

　

「
二
六
日

　
　
御
領
主
代
官
渋
谷
新
兵
衛
様
御
出
役
付
今
日
御
陣
屋

　
　
御
白
州
こ
お
い
て
慎
御
免
二
相
成
嘆
願
書
面
差
出
し
相
済

　
　
五

丁
目
丁
内
惣
百
姓
井
火
消
両
人
加
印
町
方
百
姓
両
人
加
印

　
　
連
印
二
而
書
面
差
出
し
昨
二
十
六
日
御
免
二
相
成
今
日
両
火
消
を
以

　
　
町
役
人
方
詫
入
相
済
し
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
正
月
二
十
七
日
」
（
喜
左
衛
門
日
記
）

と
あ
り
一
月
二
十
六
日
に
小
西
屋
は
桐
生
陣
屋
の
御
白
州
で
や
っ
と
「
慎
」
の
解
除

を
申
し
渡
さ
れ
、
営
業
も
再
開
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
の
は
、
元
来
小
西
屋
は
生
糸
買
い
継
ぎ
商
で
は
な
く
、

開
港
の
生
糸
暴
騰
を
目
論
ん
で
異
業
種
か
ら
参
入
し
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
実

際
に
七
月
中
横
浜
に
生
糸
を
送
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
が
、
た
だ
し
桐
生
三
十
五
ヶ

村
の
嘆
願
の
前
で
あ
っ
た
事
か
ら
情
状
酌
量
の
余
地
あ
り
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
七
月
は
貿
易
本
格
化
前
の
時
点
で
あ
り
、
た
と
え
量

的
に
は
大
し
た
こ
と
が
無
く
と
も
生
糸
移
送
と
し
て
は
非
常
に
早
い
時
期
で
あ
り
、

桐
生
周
辺
の
生
糸
価
格
を
暴
騰
さ
せ
る
引
き
金
を
引
き
「
世
間
の
人
気
を
く
る
わ
し
」

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
実
際
の
生
糸
移
送
は
、
佐
羽
や
藤
生
な
ど
の
生
糸
仲
間
に
属
す
る
古
手
の

商
人
に
よ
っ
て
も
よ
り
大
規
模
に
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
小
西
屋
は
、

九

月
の
下
職
の
町
役
人
向
け
の
嘆
願
書
、
さ
ら
に
十
二
月
の
張
訴
が
八
人
の
生
糸
商

の

名
前
を
あ
げ
た
際
に
も
、
無
宿
人
の
用
心
棒
を
非
難
し
た
際
に
も
指
名
指
弾
さ
れ

て

る
な
ど
、
何
か
と
小
前
層
か
ら
の
非
難
が
強
か
っ
た
点
。
ま
た
織
物
加
工
の
材
料

と
思
わ
れ
る
木
附
子
（
き
ぶ
し
）
の
値
段
を
引
き
上
げ
て
織
屋
層
の
反
発
を
買
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
本
来
が
生
糸
売
買
仲
間
の
商
人
で
は
な
い
上
に

借
家
層
で
あ
る
な
ど
桐
生
新
町
商
人
な
か
で
は
新
興
の
点
を
衝
か
れ
て
、
下
織
達
の

怒

り
を
鎮
め
る
た
め
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
十
月
以
後
の
小
前
層
の
要
求
の
一
つ
で
あ
っ
た
生
糸
移
送
商
人
の
処

罰
は
小
西
屋
の
謹
慎
で
実
現
し
た
。
こ
の
た
め
こ
れ
以
後
は
目
立
つ
形
で
の
桐
生
町

内
の
商
人
の
横
浜
移
送
や
買
い
占
め
は
姿
を
消
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
既
に

こ
の
時
期
に
な
る
と
生
糸
輸
出
は
本
格
化
し
、
全
国
の
在
郷
商
人
が
生
糸
を
横
浜
目

が
け
て
送
り
出
す
こ
と
が
日
常
的
に
な
り
、
生
糸
の
高
騰
は
桐
生
の
生
糸
商
の
み
の

問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
桐
生
に
戻
れ
ば
、
小
西
屋
一
人
は
処
分
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
佐
羽
や
大
間
々

の

藤
生
の
よ
う
な
本
来
的
な
生
糸
商
が
処
分
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
し
て
先
の
張

訴
状
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
桐
生
三
十
五
ヶ
村
が
輸
出
禁
止
の
嘆
願
を
継
続
す
る
間

も
、
あ
る
い
は
公
然
と
あ
る
い
は
密
か
に
生
糸
の
横
浜
移
送
は
継
続
さ
れ
て
い
っ
た

の

で

あ
る
。
こ
の
た
め
安
政
七
年
正
月
付
け
の
張
訴
（
長
沢
家
文
書
一
七
四
九
）
で

も
一
丁
目
の
商
人
六
人
が
横
浜
へ
生
糸
を
送
っ
た
と
名
指
し
さ
れ
て
い
る
。

⑤
桐
生
新
町
の
対
応
3

救
い
米
の
支
給

　

こ
の
よ
う
に
下
職
の
要
求
は
実
現
さ
せ
た
も
の
の
、
生
糸
の
輸
出
の
動
き
は
幕

府
・
領
主
の
権
力
の
範
囲
を
超
え
た
所
ま
で
進
み
、
そ
の
動
き
は
止
ま
ら
ず
値
段
の

高
騰
も
防
ぎ
様
の
無
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
依
然
と
し
て
休
機

は
解
消
せ
ず
、
小
前
層
の
生
活
不
安
は
高
ま
る
一
方
で
あ
り
、
具
体
的
に
何
ら
か
の

援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
現
実
に
な
っ
て
き
た
。

　
桐
生
新
町
で
は
町
内
の
窮
民
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
従
来
か
ら
施
米
が
行
わ

れ
て

お
り
、
近
く
で
は
天
保
七
年
の
飢
鐘
、
嘉
永
五
年
の
黒
船
騒
ぎ
の
休
機
の
時
に

実
施
し
て
い
た
。

1
　
救
い
米
の
準
備

　
ま
ず
、
救
い
米
の
実
施
の
経
過
を
概
述
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
救
い
米
の

動
き
が
始
ま
る
の
は
十
一
月
の
中
旬
以
後
で
あ
り
、
最
初
に
町
内
有
力
者
か
ら
寄
付

lg4
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表4　施米への献金額と献金人数

を
募
り
施
米
の
た
め
の
基
金
を
創
っ
た
。
同
時
に
各
町
内
の
困
窮
者
名
簿
を
各
町
で

家
族
単
位
で
作
製
し
た
。
当
初
の
対
象
は
下
職
・
小
前
層
で
あ
る
借
家
人
の
み
で

あ
っ
た
が
、
後
に
は
家
持
ち
（
百
姓
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
帳
面
が
作
製
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
名
簿
を
元
に
安
政
六
年
の
十
二
月
か
ら
翌
年
の
四
月
ま
で
の
間
に
五
回

に
わ
た
っ
て
施
米
が
実
施
さ
れ
た
。

　
次

に
こ
の
施
米
に
つ
い
て
内
容
と
経
過
を
詳
細
に
見
て
行
き
た
い
と
思
う
。

　
施
米
の
動
き
の
最
初
に
始
ま
っ
た
の
が
基
金
の
創
設
で
あ
っ
た
。
寄
付
の
募
集
は

町
役
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
ま
ず
は
領
主
松
山
藩
主
か
ら
の
寄
付
を
取
り
付
け
、
施

米
の
正
当
性
と
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
に
立
て
た
。
そ
し
て
富
裕
者
中
心
に
寄
付
を
募
る

と
同
時
に
、
米
の
買
い
上
げ
で
潤
う
で
あ
ろ
う
町
内
及
び
町
内
に
米
を
販
売
し
て
い

る
穀
屋
か
ら
も
寄
付
を
募
っ
た
。

　
実
際
の

寄
付
の
動
き
を
『
従
安
政
六
巳
未
十
二
月
至
翌
申
三
月
　
御
救
米
請
払
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
帳
』
（
長
沢
家
文
書
八
十
六
）
に
見
て
み
る
。
同
帳

人

人

人

人

人

人

5
　
　
F
D
　
4
　
　
9
臼
　
4
　
　
7

　
　
　
　
　
　
3

7両（8俵
4両（5俵
3両（4俵

2両（2俵

1両（1俵

合計

1人（佐羽）

1人（書上）

3人（森・矢野・小西屋）

1人

4人

7人

93両（100俵

46両（50俵

23両（30俵

18両（20俵

14両（15俵

9両（10俵

（「従安政六己未十二月至翌申三月御救米請払取調帳」（長沢家文書86）

　より作製）

面
に

は
記
載
さ
れ
て
い
る
寄
付
金
額
と
寄
付
者
名
が
、

概
ね
三
段
階
に
分
か
れ
て
の
金
額
順
に
書
か
れ
て
い
る
。

最
初
は

領
主

の

寄
付
を
先
頭
に
基
金
の
中
核
に
な
る
高

額
寄
付
者
六
人
が
金
額
順
に
並
ん
で
い
る
。
次
は
金
額

順

に
二
十
三
両
か
ら
四
両
ま
で
十
一
人
が
、
そ
の
後
ろ

に
は
多
少
ふ
ぞ
ろ
い
な
金
額
順
で
十
四
両
か
ら
一
両
ま

で

の

寄
付
者
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
お
そ
ら
く

町

内
の
最
有
力
者
か
ら
徐
々
に
普
通
人
に
近
い
者
へ
段

階
を
追
っ
て
集
金
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
穀

屋
分

に
つ
い
て
は
穀
屋
仲
間
で
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た

よ
う
で
あ
り
最
初
か
ら
整
っ
た
型
式
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
寄
付
は
「
米
○
俵
」
と
言
う
形
で
受
け
付
け
る
も
の

の

実
際
は
金
納
で
、
一
両
で
玄
米
四
斗
三
升
九
合
の
割

合
で

計
算
し
（
1
1
ほ
ぼ
一
俵
一
両
弱
）
米
の
俵
数
に
直

し
て
受
け
付
け
た
。
領
主
か
ら
は
米
二
十
五
俵
と
四
十
三
両
余
で
三
斗
八
升
入
米
俵

七

十
五
俵
分
、
篤
志
者
は
計
三
十
七
人
で
拠
出
の
合
計
金
額
は
四
七
四
両
余
、
ま
た
、

穀
屋
は
二
十
一
軒
で
玄
米
七
十
一
俵
（
四
斗
入
り
正
米
）
が
寄
付
さ
れ
た
。
ち
な
み

に
富
裕
者
の
献
金
額
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
表
4
）

　
ま
た
こ
の
寄
付
者
の
内
訳
を
見
る
と
、
先
に
挙
げ
た
安
政
五
年
の
松
山
藩
御
用
達

の

名
簿
（
二
十
三
名
）
と
重
な
る
者
が
数
名
で
あ
り
、
五
人
を
の
ぞ
い
た
残
り
三
十

二
人

は
す
べ
て
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
寄
付
者
は
こ
れ
ま
で
も

町
政
に
関
わ
り
、
領
主
に
も
そ
れ
な
り
の
貢
献
を
し
て
き
た
富
裕
層
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
生
業
は
絹
買
い
商
、
織
り
屋
、
質
屋
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
表
4

に
あ
る
よ
う
に
生
糸
を
送
っ
た
と
い
わ
れ
る
商
人
、
佐
羽
・
書
上
・
森
・
小
西
の
四

人
の
献
金
額
合
計
だ
け
で
百
八
十
五
両
に
な
り
、
そ
の
中
心
は
糸
商
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

2

受
給
者
名
簿
の
作
成
と
対
象
者

　
次

に
施
米
の
対
象
を
決
め
る
た
め
の
名
簿
の
作
成
が
行
わ
れ
た
が
、
現
在
は
桐
生

市
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
長
沢
家
文
書
「
安
政
六
年
巳
未
十
二
月
至
申
年
三

月
　
御
救
米
願
人
別
控
帳
」
、
「
万
延
元
年
申
四
月
　
御
救
米
願
人
別
控
帳
」
（
長
沢

家
文
書
八
十
六
・
八
十
八
）
の
二
冊
の
資
料
を
元
に
こ
の
あ
た
り
の
事
情
と
受
給

対
象
者
の
人
物
像
を
推
察
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
同
資
料
に
よ
れ
ば
、
名
簿
の
作
製
は
安
政
六
年
十
一
月
中
に
は
開
始
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
当
初
は
安
政
七
年
三
月
を
持
っ
て
終
了
す
る
予
定
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
同
月
の
四
回
目
支
給
後
に
一
度
は
〆
ら
れ
て
い
る
（
前
者
）
。
従
っ
て
、
翌
々

月
四
月
の
五
回
分
に
あ
た
っ
て
は
別
帳
簿
（
後
者
）
を
新
規
に
作
成
し
て
い
る
。

　
名
簿
登
載
者
の
み
が
施
米
の
範
囲
で
あ
り
、
そ
の
登
載
に
は
一
定
期
間
桐
生
新
町

に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
名
簿
に
は
印
頭
（
五
人
組

の

長
）
別
の
大
家
毎
に
家
族
単
位
で
名
前
、
続
柄
が
記
載
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
施

米
の
範
囲
は
新
町
の
居
住
者
に
厳
し
く
限
ら
れ
、
実
施
中
に
も
転
居
等
に
応
じ
て
名
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簿
の
修
正
も
行
わ
れ
、
一
般
に
居
住
し
な
く
な
る
と
そ
の
権
利
は
無
く
な
り
、
支
給

は
停
止
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
施
米
を
受
け
る
た
め
に
は
希
望
者
が
自
分
で
申
請
し
た
よ
う
で
あ
り
、

こ
れ
を
町
内
毎
に
印
頭
（
五
人
組
の
長
）
別
に
書
き
出
し
仮
帳
簿
を
作
製
し
た
各
町

内
分
を
ま
と
め
て
一
冊
に
記
載
し
た
よ
う
で
あ
る
。
希
望
者
は
回
数
を
重
ね
る
毎
に

増
え
た
様
で
、
ど
の
町
内
も
毎
度
名
簿
搭
載
者
が
増
加
し
て
い
る
。

　
次

に
こ
の
施
米
を
受
け
た
店
借
り
層
は
ど
ん
な
階
層
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
前
出

の

二

つ
の
帳
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
最
初
に
こ
の
施
米
を
受
け
た
「
店
借
り
層
」
は
、
前
出
の
「
従
安
政
六
年
巳
未
十

二
月
至
翌
申
四
月
　
御
救
米
請
払
取
調
帳
」
の
前
文
に
「
下
織
、
小
前
…
…
」
の
記

述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
織
物
関
係
者
の
「
下
織
」
の
み
を
対
象
と
し
た

も
の
で
は
無
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
と
す
れ
ば
施
米
受
給
層
の
中
の
下
織
の
比

率
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
台
帳
に
対
象
者
の
職
業
の
記
載
が
な
い
た
め
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
丁
目
町
内
で
作
っ
た
台
帳
用
の
下
書
き
用
と

思

わ
れ
る
「
御
救
米
再
願
　
三
丁
目
」
（
長
沢
家
文
書
三
一
五
）
と
題
し
た
帳
簿
が

同
資
料
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
三
丁
目
の
安
政
七
年
二
月
頃
か
ら
の
名

簿
追
加
者
二
十
七
名
が
職
業
共
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　
　
賃
機
渡
世
　
七
　
　
賃
根
巻
渡
世
　
一
　
　
賃
よ
り
渡
世
　
一

　
　

日
雇
い
　
　
六
　
　
大
工
　
　
　
　
三
　
　
屋
根
渡
世
　
　
一

　
　

建

具
職
人
　
一
　
魚
屋
　
一
　
　
不
明
　
二
　
　
　
　
　
　
計
二
十
七

　

こ
の
よ
う
に
織
物
関
係
者
は
三
分
の
一
の
九
名
で
、
純
粋
に
機
下
職
と
呼
べ
る
の

は

賃
根
巻
と
賃
よ
り
の
二
名
の
み
で
あ
る
。
こ
の
比
率
に
つ
い
て
は
時
代
は
少
し
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

る
が
、
明
治
三
～
五
年
の
借
家
人
七
三
九
戸
の
職
業
別
分
類
表
に
よ
れ
ば
、
店
借
り

層
で
機
下
織
に
分
類
さ
れ
た
の
は
六
十
八
戸
で
総
戸
数
の
十
三
％
程
度
、
こ
れ
に
機

職
・
絹
買
・
糸
屋
・
張
屋
・
紺
屋
・
紋
屋
・
機
関
係
職
人
・
打
紐
・
賃
機
な
ど
の
織

物
関
係
す
べ
て
を
加
え
て
も
約
四
十
二
％
で
半
数
弱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら

見
て
も
こ
の
施
米
が
機
関
係
以
外
の
借
家
人
‖
小
前
者
に
広
が
っ
た
事
が
わ
か
り
、

休
機
の
影
響
が
町
全
体
に
広
ま
り
窮
民
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
こ
の
施
米
の
対
象
は
桐
生
新
町
の
全
住
民
の
ど
の
く
ら
い
の
割
合
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
台
帳
に
載
せ
ら
れ
た
戸
数
と
人
数
を
四
年
前
の
安
政
二
年
の
戸

数
・
人
口
と
比
較
し
て
み
る
。
安
政
二
年
、
桐
生
市
内
の
総
戸
数
は
九
八
八
戸
（
内

借
家
が
八
三
六
戸
）
で
総
人
口
が
四
、
〇
九
二
人
で
あ
っ
た
。
一
方
安
政
六
年
に
施

米

を
一
回
で
も
受
け
た
こ
と
の
あ
る
の
は
七
一
二
戸
で
、
内
訳
は
百
姓
が
＝
○
戸
、

借
家
が
六
一
一
戸
で
あ
る
。
四
年
の
差
を
考
え
ず
に
計
算
す
れ
ば
実
に
桐
生
新
町
の

総
戸
数
の
七

十
三
％
が
施
米
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
口
比
で
は
、
台
帳
に

搭
載
さ
れ
た
総
合
計
人
数
が
二
、
五
七
〇
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
、
〇
九
二
人
と

の
対
比
で
は
そ
の
約
六
十
三
％
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
人
口
か
ら
当
時
の
奉
公
人

数
の
六
〇

〇

人
前
後
を
差
し
引
け
ば
、
約
七
〇
％
が
対
象
と
な
っ
た
事
に
な
り
、
戸

数
別
の
数
字
と
も
近
い
も
の
に
な
る
。

　

ま
た
階
層
別
に
受
給
率
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
受
給
者
は
小
前
（
‖
借
家
）
層
の

七
十
三
％
、
百
姓
層
の
七
十
二
％
と
な
り
、
階
層
別
で
の
差
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
の
施
米
は
、
町
内
の
上
層
家
持
ち
層
と
そ
の
奉
公
人
を
除
い

た
ほ
と
ん
ど
の
借
家
層
、
ま
た
多
数
の
下
層
百
姓
層
が
受
給
し
た
桐
生
新
町
の
全
町

民
を
対
象
に
し
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
台
帳
か
ら
施
米
対
象
者
の
世
帯
構
造
を
考
察
し
て
み
る
。
施
米
受
給

者
の
内
店
借
層
の
家
族
に
つ
い
て
と
、
百
姓
層
に
つ
い
て
の
世
帯
別
家
族
数
の
表
を

（表
5
）
に
示
す
。

　
一
般
的
に
み
る
と
店
借
り
層
は
、
夫
婦
と
件
・
娘
等
と
書
か
れ
た
子
供
が
二
人
程

度
と
い
う
核
家
族
が
基
本
で
、
人
数
的
に
多
い
家
族
は
子
供
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
逆
に
世
帯
人
数
が
少
な
い
家
庭
は
、
ま
だ
子
供
が
少
な
い
か
、
あ
る
い
は
子
供

が
大

き
く
な
っ
て
独
立
し
た
り
奉
公
等
に
で
て
い
る
形
態
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
奉

公
等
か
ら
帰
郷
し
た
の
で
名
簿
搭
載
を
願
い
出
し
た
り
、
あ
る
は
逆
の
ケ
ー
ス
が
散
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見
さ
れ
る
）
。
さ
ら
に
、
希
に
か
な
り
の
高
齢
者
と
そ
の
世
話
を
す
る
親
族
と
い
う

場
合
も
あ
る
。

　
逆

に
少
数
な
の
が
男
性
、
女
性
の
単
身
者
の
家
で
あ
り
、
店
借
り
層
の
七
％
弱
に

過

ぎ
な
い
。
特
に
女
性
の
単
身
世
帯
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
あ
っ
て
も
高
齢
者
と
思
わ

れ

る
。
こ
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
が
な
に
か
し
ら
の
形
で
複
数
親
族
と
の
同
居

で
あ
り
、
仕
事
の
為
の
一
時
的
な
仮
住
ま
い
的
な
世
帯
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
百
姓
層
で
は
三
世
代
家
族
が
目
立
ち
、
夫
婦
と
そ
の
父
母
、
そ
の

子
供
が
同
居
し
て
い
る
形
態
が
多
い
。
こ
の
た
め
世
帯
人
数
も
店
借
り
層
よ
り
も
一

人
弱
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
奉
公
人
の
い
る
家
族
は
皆
無
で
あ
り
、
家
業
の
経

営
状
態
も
中
小
か
ら
零
細
規
模
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

四
・
二
人
／
戸
は
当
時
の
農
村
の
家
族
な
ど
と
比
較
し
て
も
家
族
数
は
少
な
目
で
あ

り
、
都
市
的
な
特
徴
が
窺
え
る
。

　
以

上
、
店
借
り
、
百
姓
層
共
に
全
世
帯
の
約
七
割
が
こ
の
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い

る
の
で
、
特
に
成
功
し
て
い
る
一
部
の
家
族
を
除
い
た
平
均
的
な
状
況
が
こ
の
統
計

に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

表5　世帯別家族数

　　階層
家族数

店借り 百　姓 合　計

1人 41戸 6戸 47戸

2人 132戸 22戸 154戸

3人 166戸 22戸 188戸

4人 135戸 19戸 154戸

5人 86戸 9戸 95戸

6人 27戸 15戸 42戸

7人 16戸 9戸 25戸

8人 4戸 4戸 8戸

9人 1戸 1戸 2戸

10人 2戸 2戸 4戸

11人 0戸 1戸 1戸

平均値 3．45人／戸 4．2／戸 3．56人／戸

（「安政六年巳未十二月至申年三月　御救米願人別控

帳」、「万延元年申四月御救米願人別控帳」（長沢家文

書86・88）より作表）

3
　
施
米
の
実
情

　
施
米
は
安
政
六
年
十
二
月
一
・
二
日
の
両
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
町
役
人
と
こ
の
施

米
の
米
を
買
い
上
げ
て
も
ら
っ
た
米
屋
が
実
際
の
施
米
を
行
っ
た
。
ま
た
実
施
は
陣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

屋

に
場
所
を
決
め
て
支
給
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
前
述
の
請
け
払
い
帳

に
、
金
三
分
五
百
文
を
「
十
二
月
朔
日
二
日
両
日
被
下
節
、
五
拾
人
前
弁
当
代
」
、

金
二
分
が

「
十
二
月
二
十
六
日
三
十
人
前
右
同
断
」
と
し
て
支
出
し
た
旨
の
記
載
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
一
日
に
三
〇
～
五
〇
人
が
こ
の
施
米
の
た
め
に
仕
事
を
し
た
事
が

わ
か
る
。

　
ま
た
、
第
一
回
目
は
対
象
者
四
〇
〇
人
前
後
に
対
し
て
施
米
に
二
日
か
か
っ
て
い

る
が
、
二
回
目
は
八
〇
〇
人
前
後
を
一
日
で
こ
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は

支
給
方
法
が
変
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
支
給
は
前
述
の
台
帳
に
よ
つ

て

厳
格
に
確
認
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
支
給
済
み
の
者
に
は
家
族
毎
に
各
回
別
の
確
認

印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
次

に
支
給
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
規
の
町
民
で
あ
る
百
姓
と
店
借
り
の
小
前

層
の
間
で
区
別
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
施
回
数
も
店
借
り
が
四
回
、
家
持
層
の
百
姓

が
二

回
で
あ
っ
た
。
支
給
は
米
と
銭
に
限
ら
れ
、
災
害
時
な
ど
に
見
ら
れ
る
炊
き
出

し
の
よ
う
に
そ
の
場
で
食
べ
ら
れ
る
形
で
の
支
給
は
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

施
米
開
始
当
初
は
百
姓
層
は
対
象
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
え
、
百
姓
層
が
前
述
の

名
簿
に
現
れ
る
の
は
三
回
目
以
後
の
事
で
、
休
機
の
影
響
が
百
姓
層
へ
も
拡
大
し
た

様
子
が
窺
え
る
。

　
支
給
内
容
は
店
借
り
に
は
、
男
女
年
齢
に
関
わ
り
な
く
一
人
あ
た
り
米
四
升
で
家

族
人
数
分
、
ま
た
最
後
の
四
月
は
こ
れ
に
加
え
て
一
人
あ
た
り
銭
五
〇
文
を
家
族
分

で
あ
っ
た
。
百
姓
に
は
一
人
当
た
り
米
七
升
で
、
や
は
り
性
別
年
齢
関
係
な
く
家
族

分
を
支
給
し
、
加
え
て
一
軒
あ
た
り
銭
千
文
支
給
が
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

最
大
限
支
給
を
受
け
た
者
は
店
借
り
で
十
二
月
一
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で
の
間
に
四

回
の
合
計
で
一
人
あ
た
り
米
十
六
升
と
銭
五
〇
文
を
、
百
姓
で
は
二
回
の
合
計
で
一

lg7
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人

あ
た
り
十
四
升
と
一
軒
に
つ
き
銭
二
千
文
を
受
け
取
っ
た
計
算
に
な
る
。

　
ま
た
天
保
七
年
の
施
米
で
は
店
借
り
層
を
「
借
家
」
と
「
披
露
無
之
借
家
」
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

け
後
者
は
六
〇
％
程
度
の
支
給
に
抑
え
た
実
績
が
あ
る
。
こ
の
「
披
露
無
之
借
家
」

が

ど
う
い
う
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
恐
ら
く
人
別
帳
に
正
式
に
住
民
登
録
さ

れ
て

い

な
い
家
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
安
政
六
年
の
名
簿
で
も
約
一
割
程
度
が

こ
の
披
露
無
之
借
家
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
が
施
米
の
実
施
段
階
で
は
ま
っ
た
く

差
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
安
政
七
年
は
閏
年
で
閏
三
月
が
あ
っ
た
た
め
、
最
初
の
支
給
か
ら
最
後
の
支
給
ま

で

の

間
は
五
ヶ
月
約
一
五
〇
日
間
で
あ
る
。
こ
の
間
の
最
大
量
支
給
者
の
場
合
を
日

数
で
割
る
と
、
店
借
り
は
大
人
・
子
供
の
区
別
な
く
一
人
あ
た
り
一
日
に
約
一
合
と

　月日

町内
12月1日 12月26日 2月6日 3月晦日 4月8日 合計

1丁目
148人

634斗

226人

985斗

　250人

1．104斗

　47人
　329斗

3両2分

　240人

1．104斗

3両1分

　911人

4．156斗

6両3分

2丁目
52人

211斗

91人

367斗

129人

519斗

1人

7斗

1分

182人

758斗

3分

　455人

1．862斗

　1両

横　町
37人

150斗

78人

295斗

135人

565斗

21人

147斗

1両

154人

682斗

1両

　425人

1．839斗

　2両

3丁目
62人

248斗

115人

452斗

126人

508斗

　41人
　287斗

2両2分

　286人

1．261斗

　2両

　630人
2．756斗

4両2分

4丁目
51人

216斗

94人

388斗

102人

420斗

18人

126斗

1両

161人

698斗

1両

　426人

1．848斗

　2両

5丁目
88人

364斗

128人

557斗

209人

963斗

　79人
　483斗

3両1分

　345人

1．464斗

3両1分

　849人

3．831斗

6両2分

6丁目
44人

180斗

132人

534斗

221人

965斗

73人

511斗

4両

　307人

1．453斗

　4両

　777人

3．643斗

　8両

合　計
　482人

2．003斗

　864人

3．578斗

1，172人

5．044斗

　280人
1．890斗

13両2分

1，675人

7．420斗

15両1分

4，473人

19．935斗

18両1分

（「安政六年巳未十二月至申年三月　御救米願人別控帳」、「万延元年申四月御救

米願人別控帳」（長沢家文書86・88）より作表）

表7　回数男受給数
な
る
。
比
較
対
象
と
し
て
適
当
か
わ
か
ら
な
い
が
、
戦
時
下
の
昭
和
十
八
年
頃
の
米

配
給
規
定
が
二
合
三
勺
／
人
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
施
米
だ
け
で
は
と
て

も
生
活
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
時
期
糸
不
足
に
よ
る
休
業
で
同
じ
よ
う
に
施
米
を
実
施
し
た
京
都
の

西

陣
で
は
一
日
分
と
し
て
男
五
合
、
女
二
合
半
（
大
人
の
み
）
で
五
〇
日
分
の
現
金

支
給
で

あ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
ば
家
族
を
四
人
と
す
れ
ば
、
七
・
五
×
五
〇
日
1
1
三
斗

七
升
五
合
の
支
給
で
あ
り
、
一
方
桐
生
の
場
合
な
ら
ば
十
六
×
四
回
‖
六
斗
四
升
と

な
り
、
子
供
に
つ
い
て
も
大
人
同
様
に
支
給
し
た
桐
生
の
方
が
支
給
が
良
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
桐
生
の
方
が
あ
る
い
は
そ
の
分
だ
け
状
況
が
深
刻
だ
っ
た
証
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

次
に
町
内
別
に
各
回
毎
の
人
数
と
米
、
銭
支
給
量
の
表
を
示
す
。
（
表
6
）

　

こ
の
よ
う
に
桐
生
新
町
七
町
内
で
こ
の
施
米
を
受
け
た
人
数
を
見
る
と
一
丁
目
が

　
一
番
多
く
、
延
べ
九
＝
人
、
次
が
五
丁
目
の
八
四
九
人
、
六
丁
目
の
七
七
七
人
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
戸
別
の
受
給
回
数
（
登
録
済
み
家
族
）
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
（
表
7
）

　

こ
の
よ
う
に
受
給
回
数
は
一
回
の
み
受
給
の
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、
か
つ
そ
の
一

　
回
の
施
米
も
最
後
の
第
五
回
目
に
集
中
し
て
い
る
。
例
え
ば
店
借
り
で
は
第
五
回
目

　
（
安
政
七
年
四
月
）
だ
け
を
受
給
し
た
戸
数
は
二
五
六
戸
、
百
姓
で
も
第
五
回
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
二
〇

戸
、
第
四
回
の
み
が
二
十
六
戸
と
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
戸
数
の
約
四
十
一
％
が
終
了
間
際
で
一
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
み
受
給
し
た
家
で
あ
る
。

U
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
回
数
別
の
受
給
者
で
は
、
安
政
七

　階層
回

百姓 店借り 合計

0回 0戸 9戸 9戸

1回 58戸 325戸 383戸

2回 37戸 111戸 148戸

3回 10戸 99戸 109戸

4回 5戸 67戸 72戸

5回 0戸 0戸 0戸

110戸 611戸 721戸

（上資料より作表）

年
二
月
六
日
の
第
三
回
時
点
で
店
借
り
の
み

で
一
、
一
七
二
人
、
四
月
八
日
の
第
五
回
の

百
姓
・
店
借
り
合
わ
せ
た
一
、
六
七
五
人
が

大

き
な
数
字
で
あ
る
。
こ
の
数
字
か
ら
ゆ
け

198
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ば
、
五
回
目
な
ど
の
人
数
は
当
時
の
桐
生
新
町
の
人
口
が
約
四
千
人
と
言
わ
れ
る
の

で
そ
の
四
割
と
な
る
。

　

こ
の
大
量
の
受
給
者
を
数
え
た
四
月
八
日
の
第
五
回
目
の
施
米
に
つ
い
て
は
当
初

は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
ら
し
い
。
現
在
残
っ
て
い
る
支
給
台
帳
を
見
る
と
、

一
回
か
ら
四
回
目
ま
で
が
一
冊
の
帳
面
で
、
四
回
で
終
了
す
る
よ
う
な
形
で
使
用
さ

れ
て

い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
五
回
目
は
わ
ざ
わ
ざ
新
規
の
帳
面
を
作
製
し
て
支
給
し

て

い

る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
施
米
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
安
政
七
年
の
三
月
を

迎

え
て
再
び
高
ま
っ
た
帳
訴
や
不
穏
事
件
へ
の
弾
圧
と
一
方
で
の
懐
柔
と
い
う
政
治

的
な
配
慮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
比
較
的
豊
富
に
集
ま
っ
た
義
損
金
を

使
い
切
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
特
に
百
姓
層
の
六
割
、
店
借
り
層
の
五
割
強
を
占
め
る
一
回
の
み
の
受
給

者
は
こ
の
最
後
の
第
五
回
目
に
集
中
し
て
い
る
。
想
像
に
な
る
が
こ
の
時
点
で
の
施

米

は
困
窮
者
の
み
で
は
な
く
あ
る
程
度
の
富
裕
者
を
除
い
た
町
民
全
員
に
「
振
る
舞

わ
れ
る
」
様
な
形
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

4

新
町
住
民
の
鎮
静
化
と
周
辺
へ
の
騒
動
の
波
及

　
次
に

こ
う
い
っ
た
桐
生
新
町
の
施
米
の
実
施
に
対
し
て
、
窮
乏
し
た
住
民
の
反
応

は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
町
中
の
治
安
情
勢
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
張
訴

は
年
を
越
す
こ
と
で
一
応
影
を
潜
め
た
。
し
か
し
施
米
は
桐
生
新
町
住
民
の
み
を
対

象
に
行
わ
れ
た
た
め
、
今
度
は
嘆
願
に
も
関
わ
っ
た
周
辺
の
村
々
で
織
物
産
業
に
関

わ
り
な
が
ら
も
施
米
の
対
象
か
ら
漏
れ
た
住
民
の
不
満
は
か
え
っ
て
増
大
し
た
。

　
ま
た
加
え
て
、
年
を
越
え
て
も
相
変
わ
ら
ず
生
糸
の
横
浜
移
送
は
続
い
た
よ
う
で

あ
り
、
先
の
十
二
月
二
十
四
日
の
張
訴
で
も
告
発
さ
れ
た
堺
屋
（
新
町
六
丁
目
？
）

が
生
糸
を
横
浜
に
運
ん
で
い
っ
た
折
、
そ
の
跡
を
付
け
た
下
織
が
何
ら
か
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
＞

起

こ
し
、
新
町
六
丁
目
の
浄
運
寺
等
が
間
に
入
っ
て
取
り
な
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
下
織
等
か
ら
の
脅
迫
は
陰
に
日
向
に
継
続
さ
れ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
安
政
七
年
二
月
、
つ
い
に
領
主
松
山
藩
の
桐
生
陣
屋
は
こ
う
い
っ
た
不

穏
な
情
勢
に
対
す
る
警
告
と
も
い
え
る
声
明
を
出
し
た
。

　

「桐
生
新
町
へ

　
　
去
未
夏
以
来
糸
相
場
追
々
稀
成
高
価
に
相
成
、
織
屋
共
職
業
難
営
休
機
多
分
に

　
　
相
成
、
下
職
並
賃
稼
者
共
既
に
飢
渇
に
も
及
ぶ
べ
き
程
に
て
、
難
渋
致
候
旨
町

　
　
役
人

よ
り
申
立
候
趣
、
不
便
の
事
に
被
為
恩
召
一
統
何
様
に
も
無
難
に
永
続
為

　
　
致
度
と
の
御
趣
意
に
て
、
格
別
之
御
慈
悲
御
救
米
被
下
置
罷
在
候
、
尤
身
元
相

　
　
応

に
て
頂
戴
不
致
も
の
た
り
共
、
御
仁
恵
難
有
可
奉
候
処
、
旧
冬
中
大
勢
の
中

　
　

に
は
種
々
取
巧
い
た
し
、
又
は
押
借
同
様
の
所
業
或
は
不
取
留
流
言
致
し
人
心

　
　
犯
惑
為
致
候
者
有
之
哉
之
由
、
粗
々
相
聞
不
玲
の
事
に
候
、
依
て
は
急
度
可
遂

　
　
穿
議
の
処
、
当
春
に
至
候
而
は
、
穏
に
も
相
成
候
に
付
、
不
及
其
儀
間
向
後
如

　
　
何
の

所
業
致
し
候
も
の
有
之
ハ
、
即
刻
可
訴
出
候
、
早
速
召
捕
其
品
吟
味
の
上

　
　
厳
重
御
答
可
被
仰
付
候
、
若
及
見
聞
候
て
も
隠
置
、
於
不
訴
出
は
、
当
人
同
様

　
　
御
答
可
被
仰
付
候
間
、
右
之
趣
借
地
借
家
の
者
へ
は
、
家
主
よ
り
厚
申
諭
、
正

　
　
路
第
一
い
た
し
、
心
得
違
無
之
様
常
々
質
素
倹
約
相
守
、
身
分
相
慎
取
続
方
専

　
　
要
心
掛
可
申
、
假
令
萬
一
近
村
騒
立
候
儀
有
之
共
他
村
に
出
申
間
敷
、
名
主
組

　
　
頭
の
下
知
を
受
け
、
其
町
々
限
厚
申
合
、
火
之
元
用
心
い
た
し
徒
党
ケ
間
敷
者

　
　
と
見
受
候
は
ば
、
他
村
の
者
、
町
内
へ
入
申
聞
敷
候
、
其
場
に
臨
み
他
行
等
致

　
　

し
、
申
達
を
相
背
き
候
者
於
有
之
は
、
是
又
急
度
御
答
可
被
仰
付
候
間
、
呉
々

　
　
心
得
違
無
之
様
可
致
候
も
の
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
　

（萬
延
元
）
申
二
月
」

　

こ
の
布
告
を
き
っ
か
け
に
、
治
安
を
乱
す
行
動
を
取
る
者
に
は
、
新
町
は
も
ち
ろ

ん

周
辺
の
村
々
に
お
い
て
も
領
主
や
幕
府
の
権
力
を
使
っ
た
強
権
的
な
対
応
が
行
わ

れ

た
。
有
名
な
の
は
桐
生
新
町
の
西
に
隣
接
し
た
新
宿
村
の
織
屋
の
江
原
貞
助
へ
の

脅
迫
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
江
原
貞
助
脅
迫
の
事
件
は
安
政
七
年
前
後
の
桐
生
周
辺
部
の
小
前
層
の
動
き

の

典
型
と
思
わ
れ
る
の
で
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
江
原
貞
助
は
桐
生
新
町
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の
南
東
に
隣
接
す
る
新
宿
村
の
織
物
業
者
で
あ
り
生
糸
の
販
売
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
年
の
生
糸
不
足
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
原
因
を
作
っ
た
一
人
と
考
え

ら
れ
、
十
二
月
二
十
四
日
の
張
訴
に
も
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
糾
弾
さ
れ
て
い
た
人
物

で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
江
原
は
桐
生
新
町
の
業
者
で
は
な
い
こ
と
か
ら
施
米
の
寄

付
も
行
う
こ
と
な
く
こ
の
時
期
を
過
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
桐
生
新
町
の
施
米
が
周

辺
部
に
も
伝
わ
る
と
、
生
糸
で
稼
い
だ
で
あ
ろ
う
江
原
に
対
す
る
張
訴
が
相
次
ぎ
、

放
火
の

脅
迫
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
以
下
そ
の
経
緯
を
当
時
の
文
書
に

み
て

み
る
。

ま
ず
、
安
政
七
年
の
年
明
け
は
じ
め
に
は

　

「安
政
七
庚
申
年
正
月
二
七
日

　
　
新
宿
江
原
貞
助
方
江
度
々

　
　
火
札
者
り
候
一
件
二
付
風
下

　
　
一
同
な
ん
ぎ
の
向
二
而
懸
合
シ

　
　
以

趣
二
而
金
五
十
両
二
而
斉
方

　
　
…
…
（
中
略
）

　
　
二
月
四
日
江
原
よ
り
夜
番
礼

　
　
二
御
礼
金
二
分
年
玉
と
て

　
　
被
下
候
此
夜
番
一
同
此
年

　
　
初
午
十
一
日
候
江
共
丙
午
二
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
十
日
二
取
返
て
相
祭
申
候
…
…
」

　

と
い
う
よ
う
に
江
原
家
の
周
囲
に
火
札
の
脅
迫
が
あ
り
、
新
宿
の
住
人
は
江
原
に

迫
り
五
十
両
を
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
は
放
火
を
警
戒
し
て
町
内
の
夜
番
が

置
か
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
も
小
遣
い
を
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
う

が
っ

た
見
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
火
札
の
張
本
人
も
こ
の
中
に
い
た
か
も
し
れ
ず
、

生
糸
で
儲
け
た
江
原
に
対
し
て
、
住
民
が
一
体
と
な
っ
た
ゆ
す
り
ま
が
い
の
行
為
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
桐
生
新
町
と
路
ひ
と
つ
隔
て
た
た
め
施
米
か
ら
漏
れ
た
周
辺
村
の
小

前
層
は
、
そ
の
村
の
名
主
や
生
糸
商
人
に
新
町
同
様
の
施
行
を
求
め
た
行
動
を
起
こ

し
た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
新
宿
の
火
札
の
迷
惑
料
や
夜
番
の
礼
と
い
っ
た
形

で

の
、
窮
民
・
小
前
層
へ
の
給
与
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う

い
っ

た
恐
喝
に
屈
し
た
江
原
の
姿
勢
は
次
の
脅
迫
を
招
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
原
が

夜
番
に
気
を
遣
っ
た
直
後
こ
の
事
件
は
発
生
し
た
。

　

「
二
月
二
一
日
天
気

　
　
百
瀬
章
蔵
様
御
廻
村

　
　
新
宿
村
貞
助
宅
江
本
宿
村

　
　
百
姓
忠
五
郎
堤
村
神
主
河
内

　
　
右
両
人
之
者
共
貞
助
義
横
浜

　
　
江
生
糸
差
送
候
廉
を
以
当
月

　
　
一
六
日
昼
頃
よ
り
下
織
難
渋

　
　
之
者
共
救
之
為
金
子
其
他

　
　
米
等
借
受
度
趣
を
以
今
日
迄

　
　
居
込

同
様
体
二
而
罷
在
候
義
二
付

　
　
貞
助
方
よ
り
御
廻
村
先
江
願
出

　
　
相
生
町
江
廻
村
二
相
成
候
節
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
両
人
御
召
捕
二
相
成
…
…
（
以
下
略
）
」

と
あ
る
よ
う
に
本
宿
村
忠
五
郎
と
堤
村
の
神
主
河
内
が
、
新
宿
村
の
江
原
の
家
に

や

っ

て

き
て
困
窮
者
へ
の
施
米
を
要
求
し
て
家
に
座
り
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま

七
日
間
も
居
続
け
た
。
こ
の
た
め
困
っ
た
江
原
は
折
し
も
廻
村
中
で
あ
っ
た
関
八
州

廻
り
の
百
瀬
章
蔵
に
訴
え
、
捕
縛
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　
新
宿
村
の
住
民
の
動
き
に
便
乗
し
た
忠
五
郎
達
の
行
動
は
彼
ら
が
新
宿
村
の
隣
村

の

住
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
原
貞
助
が
張
訴
で
告
発
さ
れ
る
よ
う
に
桐
生
新
町
と

周
辺
村
の
小
前
層
全
員
か
ら
恨
み
を
買
っ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
忠

五
郎
達
が
常
習
的
に
強
請
な
ど
を
行
う
ア
ウ
ト
ロ
ー
的
な
人
物
で
あ
る
と
も
考
え
ら
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れ

る
。
ま
た
、
こ
の
江
原
事
件
に
関
係
し
て
は
桐
生
新
町
六
丁
目
の
店
借
り
定
次
郎

が

こ
の
居
座
り
の
間
に
忠
五
郎
（
嘉
伊
次
）
に
会
い
に
い
っ
た
件
を
町
役
人
に
申
し

出
、
町
役
人
が
陣
屋
に
届
け
本
人
を
謹
慎
さ
せ
た
記
事
が
あ
る
。
（
長
沢
家
文
書
四

〇

七
）
こ
の
記
事
は
二
月
十
八
日
付
け
と
な
っ
て
お
り
、
日
付
で
見
る
限
り
前
出
の

首
謀
者
の
捕
縛
の
三
日
前
で
あ
り
、
こ
の
時
点
に
於
い
て
既
に
定
次
郎
は
自
首
を
申

し
出
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
が
こ
の
約
一
月
後
の
新
町
で
張
訴
で
逮
捕
さ

れ

た
者
の
中
に
「
六
丁
目
定
次
郎
」
が
あ
り
同
一
人
物
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
こ
の
事
件
は
生
糸
で
利
益
を
あ
げ
た
商
人
に
よ
る
困
窮
層
へ
の
施
業
に
よ
る
懐
柔

と
、
公
権
力
を
利
用
し
た
抑
圧
と
い
う
桐
生
新
町
同
様
の
事
態
が
、
そ
の
周
辺
地
域

に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　
周
辺
で
こ
う
い
っ
た
小
事
件
が
起
こ
る
中
、
桐
生
新
町
に
お
い
て
も
、
陣
屋
・
役

人
側

の
厳
し
い
姿
勢
に
よ
り
二
月
中
旬
以
後
は
施
米
要
求
や
張
訴
は
影
を
潜
め
、
桐

生
新
町
は
不
景
気
な
中
に
も
静
穏
が
保
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ

の
後
、
不
穏
な
情
勢
が
再
現
す
る
の
は
三
月
の
桜
田
門
外
事
件
後
に
米
価
が
上

昇
し
生
活
不
安
が
高
ま
っ
た
折
で
あ
り
、
再
び
町
内
に
張
訴
が
現
れ
た
。
し
か
し
こ

の

時
に
は
前
の
布
告
に
従
っ
て
張
訴
犯
人
の
捜
査
が
行
わ
れ
、
下
手
人
と
し
て
三
人

が
召
し
捕
ら
れ
た
。
検
挙
さ
れ
た
の
は
二
丁
目
の
定
吉
、
四
丁
目
の
林
右
衛
門
、
六

　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

丁

目
の
定
次
郎
と
あ
る
。
前
述
の
定
次
郎
が
再
度
検
挙
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
に
三
月
期
の
張
訴
に
は
一
般
住
民
の
運
動
と
い
う
よ
り
、
定
次
郎
の
よ
う
な
ア
ウ

ト
ロ
ー
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
の
関
与
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
そ
の
一
方
で
は
こ
う
い
っ
た
厳
罰
方
針
へ
の
反
発
と
し
て
か
、
こ
の
張
訴

犯
逮
捕
の
後
の
閏
三
月
七
日
夜
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
激
烈
な
内
容
の
張
訴
が

行
わ
れ
た
。

　

「安
政
六
年
中
口
上

　
　
　
口

上

な
が
ら
御
や
く
人
様
申
上
、
桐
生
町
在
か
う
（
郷
）
も
の
た
だ
今
ま
で
、

　
　
御
た
す
け
米
に
て
い
の
ち
を
つ
な
ぎ
、
ま
こ
と
に
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
奉
存

　
　
候
。
鹿
（
し
か
）
れ
ば
た
だ
今
と
も
も
御
ぞ
ん
じ
の
通
り
と
せ
い
（
渡
世
）
な

　
　
き
候
得
ば
、
在
が
ふ
（
郷
）
か
つ
め
い
（
渇
命
）
に
お
よ
び
侯
間
、
御
や
く
人

　
　
様
も
一
た
び
十
日
ま
で
に
御
た
す
け
可
被
下
候
。
直
又
此
儀
御
き
き
す
み
も
な

　
　
き
候
得
者
、
桐
生
在
か
う
（
郷
）
の
こ
と
の
一
ど
ふ
（
同
）
に
あ
す
ま
（
吾
妻
）

　
　

山
に
て
そ
ふ
だ
ん
の
通
り
、
れ
ん
半
長
（
連
判
状
）
町
の
も
の
と
も
御
き
き
す

　
　
み

も
な
き
候
得
者
と
て
も
ひ
し
ぬ
（
餓
死
）
に
は
、
名
主
は
じ
め
、
や
く
人
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
の
く
び
ひ
き
ぬ
き
そ
れ
に
て
あ
づ
ま
山
に
て
一
め
い
（
命
）
す
て
る
も
の
な
り
」

　

こ
の
張
訴
に
よ
る
と
要
求
は
施
米
そ
の
も
の
で
あ
り
、
初
期
の
も
の
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
織
物
業
復
活
の
た
め
と
か
、
地
域
の
振
興
と
い
っ
た
要
求
は
消
え
、
ま
た
要

求
の
相
手
も
直
接
的
に
桐
生
新
町
の
町
役
人
層
に
絞
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
そ
の
要
求
を
集
団
的
な
暴
力
を
背
景
に
突
き
つ
け
る
方
法
に
な
っ
て
い
る
。

　
結
局
こ
の
張
訴
に
よ
る
不
穏
情
勢
の
再
現
を
恐
れ
た
町
役
人
は
、
四
月
八
日
に
は

こ
の
状
況
へ
の
懐
柔
策
と
も
と
れ
る
、
当
初
の
予
定
に
な
か
っ
た
五
回
目
の
施
米
を

実
施
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
第
五
回
の
施
米
で
は
そ
れ
ま
で
施
米
を
受
け

て

こ
な
か
っ
た
住
民
も
含
め
て
約
千
七
百
人
近
い
大
人
数
が
受
給
し
た
。
こ
れ
も
前

述

し
た
よ
う
に
こ
の
回
だ
け
の
施
米
を
受
理
し
た
り
、
百
姓
層
も
大
量
に
受
領
し
て

い

る
点
か
ら
、
施
米
自
体
が
そ
れ
ま
で
の
本
当
に
困
窮
し
た
者
の
救
済
か
ら
、
町
内

住
民
の
不
満
を
そ
ら
す
事
を
目
的
と
し
た
大
盤
振
る
舞
い
に
性
質
が
変
わ
っ
た
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
安
政
七
年
二
月
以
後
は
、
町
役
人
・
陣
屋
の
硬
軟
を
使
い
分
け
た
窮

民
対
策
は
奏
功
し
、
相
変
わ
ら
ず
高
騰
し
た
生
糸
価
格
の
も
と
で
は
あ
っ
た
が
細
々

と
し
た
織
物
生
産
が
継
続
さ
れ
る
な
か
で
下
職
な
ど
が
失
業
問
題
か
ら
町
内
を
不
穏

な
情
勢
に
陥
入
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

⑥
騒
動
の
終
焉
と
ま
と
め

　
以
上
の

よ
う
に
桐
生
新
町
を
発
生
源
と
し
た
安
政
の
生
糸
不
足
騒
動
は
、
安
政
六

年
七
月
に
発
生
し
約
十
ヶ
月
後
の
万
延
元
（
安
政
七
）
年
四
月
に
至
っ
て
ほ
ぼ
沈
静
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化
し
た
。
そ
の
理
由
は
幾
つ
か
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
開
国
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
中
で
生
糸
価
格
の
上
昇
を
製
品
価
格
に
転
化
で
き
る
よ
う
に
な
り
織
物
生
産
が

徐
々
に
復
活
し
た
こ
と
。

　

さ
ら
に
生
糸
は
増
産
が
進
ん
だ
が
、
生
糸
価
格
が
高
値
で
安
定
し
た
た
め
早
く
も

翌

年
に
は
輸
出
と
国
内
販
売
の
利
益
率
が
変
わ
ら
な
く
な
り
、
地
域
内
で
の
生
糸
消

費
に
も
原
料
が
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
。
こ
の
た
め
価
格
は
上
昇
し
た
ま

ま
で
あ
り
な
が
ら
も
品
物
の
量
は
何
と
か
確
保
で
き
る
状
況
が
常
態
化
し
て
き
た
こ

と
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
織
物
業
自
体
に
も
薄
明
か
り
が
見
え
る
と
同
時
に
、
織
物
業
の
混
迷

の

一
方
で
未
曾
有
の
景
況
を
迎
え
た
生
糸
生
産
に
は
製
糸
と
養
蚕
の
た
め
に
多
く
の

人

手
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
養
蚕
や
製
糸
の
道
具
や
消
耗
品
も
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
地
域
と
し
て
の
桐
生
に
す
べ
て
の
職
が
無
く
な
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
変
化
で
桐
生
新
町
の
情
勢
は
一
応
の
落
ち
着
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
安
政
六
年
の
こ
の
間
の
騒
動
を
振
り
返
る
と
、

（
1
）
開
港
直
後
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
始
ま
っ
た
地
元
糸
商
人
に
よ
る
生
糸
の
買

　

い

占
め
と
横
浜
移
送
に
よ
る
生
糸
価
格
の
高
騰
と
品
不
足
に
よ
る
休
機
。
こ
れ

　

に
対
応
し
た
七
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
町
内
役
人
や
生
糸
商
人
・
織
元
の

　

資
金
提
供
と
周
辺
村
の
名
主
層
を
主
力
と
し
た
幕
府
へ
の
生
糸
輸
出
差
し
止
め

　

の
嘆
願
運
動
の

段
階
。

（
2
）
九
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
の
窮
民
の
嘆
願
か
ら
張
訴
、
さ
ら
に
一
部
の
騒
動

　

な
ど
の
示
威
行
動
と
こ
れ
に
応
え
た
、
投
機
商
人
の
処
罰
に
よ
る
小
前
層
の
政

　

治
的
要
求
の
実
現
化
の
段
階
。

（
3
）
最
後
に
時
期
的
に
は
多
少
前
後
す
る
が
、
安
政
六
年
十
二
月
か
ら
の
施
米
に

　

よ
る
小
前
層
の
経
済
的
要
求
の
実
現
及
び
安
政
七
年
二
月
か
ら
四
月
頃
の
張
訴

　

人
や

強
訴
人
の
逮
捕
弾
圧
と
こ
れ
に
並
行
し
た
懐
柔
的
な
施
米
の
段
階
。

　

の

三
期
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

　
幕
府
へ
の
嘆
願
を
主
と
し
た
第
一
段
階
で
は
、
在
地
の
生
糸
商
人
が
大
き
な
原
因

を
作
っ
た
生
糸
高
騰
に
対
し
て
町
役
人
層
中
心
に
従
来
的
な
幕
藩
体
制
下
の
解
決
方

法
、
つ
ま
り
権
力
に
よ
る
経
済
統
制
、
を
求
め
て
懸
命
に
嘆
願
運
動
を
繰
り
返
し
た
。

そ
の
一
方
で
こ
の
問
題
の
一
番
の
被
害
者
で
あ
る
小
前
層
は
そ
の
成
果
を
静
観
す
る

状
況
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
動
き
の
中
で
開
国
貿
易
と
い
う
新
し
い
事
態
を
前
に

し
た
幕
府
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
り
、
結
果
的
に
糸
商
人
と
の
和
議
の
提
案
で
終
結

し
た
。
こ
の
結
果
従
来
の
よ
う
に
幕
府
権
威
力
の
発
動
で
商
業
活
動
を
規
制
す
る
手

法
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
桐
生
町
役
人
層
は
痛
感
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
続
く
第
二
期
で
は
、
当
面
の
解
決
策
を
失
っ
た
町
役
人
層
が
困
窮
の
度
合

い

を
増
し
事
態
解
決
要
求
を
先
鋭
化
さ
せ
る
小
前
層
の
要
求
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
実
は
小
前
層
自
体
の
こ
の
時
点
の
要

求
も
権
力
の
介
入
に
よ
る
価
格
・
流
通
統
制
と
い
う
、
既
に
効
力
の
失
せ
つ
つ
あ
る

手
法
の
要
求
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
小
西
屋
の
処
分
で
そ
の
要
求
自
体
は
実

現

し
な
が
ら
も
実
際
の
生
糸
高
騰
と
品
不
足
は
解
消
し
な
い
と
い
う
事
実
を
今
度
は

小
前
層
自
身
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
点
で
は
幕
府
権
威
の
失
墜
を
小
前
層
よ
り
少
し
早
く
目
の
当
た
り
に

し
て
き
た
町
役
人
層
は
状
況
の
把
握
も
早
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
す
で
に
こ
の
段
階
に

お
い
て
、
一
方
で
小
西
屋
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
し
た
糸
商
人
の
処
分
に
並
行
し
て

施
米
の
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
段
階
で
小
前
層
が
小
西
屋
の

処
分
で
休
機
が
解
消
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
や
い
な
や
施
米
を
行
い
、
先
行
的
に
小

前
層
の
不
満
を
抑
え
る
役
割
を
果
た
す
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
第
三
期
に
至
っ
て
は
、
町
役
人
層
、
小
前
層
共
に
幕
府
や
領
主
の
権
力
に

よ
る
問
題
解
決
を
視
野
に
入
れ
な
い
、
相
互
の
直
接
的
な
関
係
を
築
く
こ
と
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
十
二
月
の
二
回
の
施
米
を
皮
切
り
と
し
て
、
小
前
層
の
要
求
は
産
業

振
興
か

ら
よ
り
直
接
的
な
生
活
不
安
の
解
消
を
主
と
し
た
富
裕
層
へ
の
施
米
の
要
求

に
変
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
町
役
人
層
は
張
訴
、
そ
の
他
の
小
前
層
の
示
威
行
動
を

領
主
や

関
八
州
廻
り
と
い
っ
た
権
力
を
動
員
し
て
抑
圧
を
行
う
と
同
時
に
、
他
方
で
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は

施
米
策
を
機
動
的
に
実
施
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
ア
メ
と
ム
チ
で
町
内
の
小
前
層
を

押
さ
え
込
む
こ
と
に
習
熟
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
桐
生
と
い
う
一
地
方
の
工
業
都
市
を
舞
台
と
し
た
生
糸
高
騰
騒
動
は
、

そ

の
発
生
自
体
か
ら
し
て
開
港
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
状
況
に
地
元
商
人

が
新
し
い
行
動
で
応
え
た
こ
と
が
発
端
に
な
っ
た
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
生

じ
た
混
乱
に
対
し
て
、
国
家
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
幕
府
の
禁
令
な
ど
に
よ
っ
て
経
済
統

制
を
行
お
う
と
す
る
手
法
が
、
地
域
レ
ベ
ル
で
は
領
主
に
よ
る
商
人
の
処
罰
な
ど
で

経
済
活
動
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
手
法
が
、
同
様
に
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る
こ
と
が

露
呈
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
従
来
の
封
建
的
な
社
会
機
構
や
制
度
が
機
能
不
全
に
お
ち
い
り
、
社
会
的

な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
の
は
従
来
の
身
分
制

度
の
枠
に

と
ら
わ
れ
な
い
経
済
的
な
階
層
格
差
を
背
景
に
し
た
混
乱
と
対
立
で
あ
っ

た
。
か
つ
、
そ
の
解
決
（
1
1
救
い
米
等
）
が
こ
の
新
情
勢
か
ら
経
済
的
な
恩
恵
を
受

け
た
と
思
わ
れ
る
階
層
（
n
生
糸
商
人
に
代
表
さ
れ
る
）
の
経
済
力
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
点
か
ら
安
政
六
年
の
桐
生
の
事
例
は
、
開
港
と
開
放
経
済
が
封
建
社
会
の
基

礎
を
揺
る
が
し
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
突
き
崩
し
て
ゆ
く
歴
史
過
程
の
ひ
と
つ
の
端

緒
的
な
事
例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）
　
群
馬
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
群
馬
県
史
　
資
料
編
1
5
　
近
世
7
』
（
一
九
九
一
）
解
説
表
2

　
　
「
上
州
御
用
達
一
覧
」
よ
り
転
載

（
2
）
　
桐
生
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
桐
生
市
史
（
上
）
』
（
一
九
五
八
）
　
八
一
五
頁

（
3
）
　
『
群
馬
県
史
　
資
料
編
1
5
　
近
世
7
』
　
史
料
一
七
七
　
「
天
保
十
一
年
十
月
桐
生
新
町
足

　

利
出
市
一
件
始
末
書
草
稿
」

（
4
）
　
同
　
史
料
一
七
八
「
安
政
六
年
五
月
桐
生
新
町
足
利
出
市
一
件
書
　
面
写
」

（
5
）
　
藤
本
実
也
『
開
港
と
生
糸
貿
易
』
上
巻
（
一
九
三
九
）
刀
江
書
院
　
第
二
章
七
節
参
照

（
6
）
　
藤
本
実
也
　
前
書
　
中
巻
　
六
頁

（
7
）
　
井
伊
正
弘
編
『
井
伊
家
資
料
　
幕
末
風
聞
探
索
書
　
万
延
・
文
久
編
』
二
九
六
八
）
雄
山

　
　
閣
資
料
四
四
四

（
8
）
群
馬
県
蚕
糸
業
史
編
纂
委
員
会
編

　

業
協
会
　
六
四
八
頁

　13

）

　　　　　　　　　　

121110　9
）　　）　　）　　∀

　
藤
本
実
也
　
前
書
　
中
巻
　
三
頁

　
同
　
九
頁

　

同
三
九
六
頁

　
桐
生
織
物
史
編
纂
会
『
桐
生
織
物
史

　
『
群
馬
県
史
　
資
料
編
1
5
　
近
世
7
』

願
書
」

『群
馬
県
蚕
糸
業
史
』
上
（
一
九
五
五
）
群
馬
県
蚕
糸

中
巻
』
（
一
九
七
四
）
国
書
刊
行
会
　
九
五
頁

六

〇
一
頁
二
五
八
「
安
政
六
年
横
浜
交
易
糸
歎

（
1
4
）
　
岡
部
福
蔵
『
桐
生
地
方
史
』
（
一
九
三
〇
）
　
三
八
八
頁

（
1
5
）
　
『
横
浜
市
史
　
第
2
巻
』
（
一
九
五
九
）
　
二
八
四
頁

（
1
6
）
　
『
桐
生
織
物
史
　
中
巻
』
一
〇
九
頁
「
江
戸
糸
問
屋
訴
訟
状
」
（
安
政
六
年
十
月
十
二
日
付
）

（
1
7
）
　
同
　
一
＝
二
頁
　
　
「
第
三
回
愁
訴
文
」
（
安
政
六
年
十
月
二
十
四
日
付
）

（
1
8
）
　
同
　
＝
六
頁
　
　
「
第
四
回
駕
籠
訴
文
」
（
安
政
六
年
十
一
月
九
日
付
）

（
1
9
）
　
岡
部
福
蔵
　
前
書
　
四
二
五
頁

（
2
0
）
同
四
三
二
頁

（
2
1
）
（
2
2
）
　
『
横
浜
市
史
第
2
巻
』
（
…
九
五
九
）
　
二
八
四
ー
五
頁

（
2
3
）
　
『
桐
生
織
物
史
　
中
巻
』
　
一
二
〇
頁
　
「
第
五
回
愁
訴
文
」
（
安
政
六
年
十
二
月
八
日
付
）

（
2
4
）
　
岡
部
福
蔵
　
前
書
　
四
四
三
頁

（
2
5
）
　
『
群
馬
県
史
　
通
史
編
5
』
　
二
九
三
頁
　
表
2
5
　
「
桐
生
新
町
織
物
関
係
職
業
別
戸
数
」

上州御用達一覧（安政5年）

　　　　　　（鶴岡市郷土資料館所蔵文書）

扶　持 氏　　　名 備　　　考

12人扶持 佐　羽　孫兵衛 御勘定方格

7人扶持 小野里　喜右衛門

同 長　沢　新　助

5人扶持 高草木与四右衛門 御勘定方・御用達

同 佐　羽　吉右衛門 御勘定方格・御陣屋守

4人扶持 矢　野　喜兵衛

同 星　野　善次郎

3人扶持 吉　田　清　助 大組頭格

同 玉　上　勘左衛門 御用達・年寄

同 書　上　文左衛門 御用達・御陣屋守

同 富　沢　与四郎

同 星野四郎右衛門

2人扶持 書　上　林　治

同 星　野　安兵衛

同 後　　　治兵衛 御普請取扱方

同 星野屋　茂　市

1人扶持 岩本屋　茂兵衛

同 金子屋吉右衛門

同 磯部屋　庄七

同 下　山　政右衛門

同 清　水　藤　里

米2俵 鈴　木　定三郎 御普請取扱方

同 渋　谷　与兵衛 同
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（
2
6
）
　
『
群
馬
県
史
　
資
料
編
1
5
　
近
世
7
』
　
六
〇
〇
頁
　
二
五
七
「
安
政
六
年
九
月
　
生
糸
横

　
　
浜
出
し
に
つ
き
桐
生
機
下
職
愁
訴
状
」

（
2
7
）
　
生
糸
・
絹
買
仲
間
は
も
ち
ろ
ん
、
織
仲
間
、
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
仲
間
名
簿
に
も
小
西
屋

　
　
は
登
場
し
な
い
が
、
嘉
永
三
年
の
御
用
金
や
安
政
二
年
の
地
震
時
の
江
戸
松
山
藩
邸
修
繕
費

　
　
の
負
担
者
に
は
名
前
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
身
分
的
に
は
借
家
‖
小
前
層
で
あ
る
こ

　
　
と
か
ら
幕
末
に
台
頭
し
た
新
興
有
力
商
人
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
8
）
（
2
9
）
　
大
間
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
間
々
町
史
　
通
史
編
　
上
』
（
一
九
九
八
）
八
〇
九
頁

（
3
0
）
　
藤
本
実
也
　
前
書
　
中
巻
　
五
九
六
頁

（
3
1
）
　
『
横
浜
市
史
　
資
料
編
1
』
（
一
九
五
九
）
　
四
一
九
頁

（
3
2
）
　
桐
生
市
立
図
書
館
蔵
『
桐
生
市
長
沢
家
文
書
目
録
』
文
書
番
号
は
同
書
の
も
の
、
以
下
（
長

　
　
沢
家
文
書
「
番
号
」
）
と
表
示
の
も
の
は
こ
の
目
録
番
号
で
示
す
。

（
3
3
）
　
桐
生
市
立
図
書
館
『
桐
生
新
町
幕
末
の
治
安
　
第
二
集
』
（
一
九
九
八
）
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〇

〇
一
年
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月
三
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日
受
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、
二
〇
〇
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年
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月
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日
審
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終
了
）
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The　Situation　of　Kiryu－shinmachi　in　Ansei　6，　aroulld　the　Time　of　the　Port

Opening

MATSUURA　Tbshitaka

The　opening　of　ports　in　June，　Ansei　6　was　a　m司or　incident　that　brought　about　a　great　change　in　the

domestic　economic　structure　and　started　the　fall　of　the　Tbkugawa　Shogunate　regime．　This　paper

considers　how　Joshu　Kiryu－shinmachi，　the　best　textile　producer　in　Kanto　fell　into　a　great　confusion

due　to　the　raw　silk　shortage　in　the　earlier　days，　changed　after　this　incident．

　　　We　can　divide　the　measures　that　Kiryu－shinmachi　took　against　such　con血1sion　as　three　stages：

in　the　6rst　stage，　it　entreated　the　Government　to　ban　the　raw　silk　export　and　control　the　trade　by

mral　merchants．　The　entreaties　that　continued　f士om　summer　to　winter　went　so　far　as　to　resort　to

ゐαgoso　（the　direct　entreaty　to　the　palanquin　of’α物），but　there　was　no　effect　gained　after　all．

　　　In　the　next　stage，　ajter　the　failure　of　the　entreaties　and　with　the　arrival　of　the　winter，　the　town

pac近ed　f血strated　textile　craftsmen　and　workers　by　punishing　the　local　merchants．　Further，　in　the

next　spring，　the　to㎜politics　were　influenced　by　the　power　balance　that　transcended　the　direct　con－

flict　between　the　class　of　town　of丘cials　and　that　ofゐo勿αθ（working　class　live　in　rented　houses），i．e．，

the　controlling　rela廿onship，　as　represented　by　various　requests　involved　in　μ6ん偽oωα∫カi　of　the

カo勿αθclass　and　suppression　by　mobilized　power　of　the　town　of丘cial　class　and　such　appeasement

measures　as　the　rice　giving．

　　　Thus，　the　new　situation　brought　about　by　the　port　opening　was　a　process　that　revealed　the　ec（ト

nomic　control　by　the　govemment　not　to　be　effective　any　longer，　while　it　emphasized　the　aspect　that

the　conventional　social　structures　and　systems　failed　to　function　properly，加m　which　conflicts　and

confusion　arose　in　the　context　of　the　d江ferentials　in　economic　status　def丘cult　to　understand　by　the

traditional　framework　of　social　class．　At　the　same　time，　the　solutions　to　this（rice　giving，　etc．）re－

sulted　in　such　new　cir㎝mstances　supported　by　the　economic　power　of　the　class（as　represented　by

raw　silk　merchants）that　seemed　to　economically　bene6t　ffom　such　new　state　of　af£airs．　Thus，　it　can

be　said　that　the　example　of　Kiryu　of　Ansei　6　was　one　of　the　very　first　incidents　in　the　historical

process　in　which　the　port　opening　and　open　economy　started　shaking　the　foundation　of　the　feudal

society　and　eventually　destroy　it．
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