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］

　
大原
幽
学
の
東
総
地
域
に
お
け
る
活
動
の
結
晶
と
も
い
う
べ
き
は
、
性
学
教
団
の
シ
ン
ボ
ル
、
改
　
　
　
為
こ
そ
、
大
原
幽
学
の
性
学
教
団
の
力
量
を
は
か
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

心
楼
であ
っ
た
。
改
心
楼
を
め
ぐ
っ
て
は
幽
学
弾
圧
の
端
緒
と
な
っ
た
関
東
取
締
出
役
の
手
先
と
博
　
　
　
　
江
戸
訴
訟
の
際
、
評
定
所
に
提
出
さ
れ
た
幽
学
側
の
改
心
楼
建
築
の
費
用
は
金
九
九
両
余
、
こ
れ

徒
の
乱
入
事
件
が
こ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
も
著
名
で
あ
る
。
関
東
取
締
出
役
が
幽
学
に
疑
　
　
　
を
九
名
の
有
力
な
道
友
が
立
て
替
え
た
と
申
告
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
普
請
関
係
の
諸
帳
面
を
精
査

いを
持
っ
た
き
っ
か
け
は
改
心
楼
の
大
造
な
建
築
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
と
こ
ろ
、
実
際
は
金
四
四
九
両
余
も
費
し
て
お
り
、
申
告
の
四
・
五
倍
に
の
ぼ
る
。
し
か
も
、

　幽
学
は
じ
め
関
係
者
は
江
戸
訴
訟
の
な
か
で
、
質
素
を
趣
旨
と
し
た
道
友
の
寄
進
に
も
と
つ
く
簡
　
　
　
幽
学
は
江
戸
ま
で
出
か
け
主
要
な
木
材
を
買
い
付
け
、
ぜ
い
た
く
品
と
思
し
き
道
具
類
ま
で
著
名
な

素
な
建
築
物
で
あ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。
改
心
楼
建
築
に
関
し
て
は
、
そ
の
普
請
の
過
程
の
中
で
作
　
　
　
大
店
か
ら
購
入
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
金
七
二
両
余
に
及
ん
で
い
る
。

成
さ
れ
た
第
一
次
史
料
が
多
数
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
心
楼
造
営
に
動
員
し
た
道
友
は
一
八
〇
日
間
で
四
四
三
二
人
に
達
し
、
二
四
力
村
を
包
括
し
て

　
嘉永
二
年
（
一
八
四
九
）
四
月
十
五
日
の
「
絵
図
面
定
井
材
木
見
立
」
か
ら
翌
三
年
正
月
十
九
日
　
　
　
　
い
る
。
幽
学
の
改
心
楼
造
営
が
こ
の
地
域
に
与
え
た
影
響
を
、
決
し
て
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
出
来

の

「開
校
」
ま
で
道
友
寄
進
の
「
土
普
請
」
か
ら
大
工
方
、
屋
根
、
畳
、
石
工
、
左
官
の
職
人
を
雇
　
　
　
　
な
い
。
規
模
と
い
い
、
建
築
費
用
と
い
い
、
動
員
さ
れ
た
道
友
の
数
と
広
が
り
と
い
い
、
関
東
取
締

い

入
れ
て

の

建物
本
体
の
建
造
、
つ
づ
い
て
家
具
、
食
器
、
蒲
団
、
蚊
帳
等
の
生
活
用
具
の
購
入
ま
　
　
　
　
出
役
が
疑
い
を
抱
く
の
は
一
面
当
然
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
改
心
楼
は
江
戸
訴
訟
の
敗
北
と
と
も

でを
実
証
す
る
。
ま
た
同
時
に
動
員
さ
れ
た
道
友
の
労
働
力
を
克
明
に
追
求
し
た
。
道
友
の
寄
進
行
　
　
　
に
取
り
穀
さ
れ
、
廃
櫨
と
化
し
た
。
今
そ
の
偉
容
は
の
こ
さ
れ
た
二
幅
の
絵
画
で
偲
ぶ
の
み
で
あ
る
。

6
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は
じ
め
に
1
二
つ
の
絵
画
資
料
か
ら

　
大
原
幽
学
と
下
総
村
落
社
会
の
改
革
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
は
何
か
と
い
え
ば
、
「
改

心
楼
」
で
あ
ろ
う
。

　
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
幽
学
の
性
理
学
運
動
が
急
速
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

拡
が
り
盛
り
上
が
る
な
か
、
師
弟
同
行
の
献
身
と
奉
仕
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
と
い

わ
れ
る
の
が
「
改
心
楼
」
で
あ
る
。
房
総
漂
白
六
年
の
の
ち
天
保
八
年
（
一
八
三

七
）
長
部
村
に
入
り
、
翌
年
に
は
先
祖
組
合
を
結
成
さ
せ
、
改
革
の
陣
頭
に
立
っ
た

幽
学
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
九
月
、
長
部
村
名
主
伊
兵
衛
の
屋
敷
内
に
講

釈
場
を
設
け
る
に
至
る
。
し
か
し
性
理
学
を
こ
の
地
域
に
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た

め

に
は
常
時
数
十
人
、
ハ
レ
の
儀
礼
に
は
一
〇
〇
人
規
模
を
収
容
し
得
る
大
が
か
り

な
建
築
物
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。

　
教
団
の
一
大
拠
点
を
目
指
す
と
と
も
に
、
道
友
の
子
弟
の
教
育
の
場
、
学
校
と
も

し
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
。
改
心
楼
は
幽
学
と
道
友
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ

ィ
の
結
晶
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
構
想
は
ふ
く
ら
ん
で
雄
大
と
な
り
建
築
物
は
壮

大

と
な
っ
た
。
そ
し
て
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
衆
目
の
奇
異
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
た

改
心
楼
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
牛
渡
村
一
件
が
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
、
江
戸
訴
訟

が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
判
決
が
下
り
、
改
心
楼
は
幕
府
か
ら
取
り
壊
し
を
命
ぜ

ら
れ
、
改
心
楼
と
運
命
を
と
も
に
す
る
か
の
よ
う
に
幽
学
は
自
ら
の
生
命
を
断
つ
。

ま
さ
に
、
そ
れ
だ
け
改
心
楼
に
か
け
た
幽
学
の
思
い
入
れ
は
命
と
ひ
き
か
え
に
す
る

ほ

ど
絶
大
で
あ
っ
た
。
幽
学
と
東
総
村
落
社
会
を
考
察
す
る
た
め
に
は
改
心
楼
の
建

設
は
避
け
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

　
幽
学
研
究
の
改
心
楼
に
つ
い
て
は
幽
学
弾
圧
の
端
緒
と
な
っ
た
「
牛
渡
村
一
件
」

の

直
接
の
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
江
戸
訴
訟
の
公
的
記
録
を
読

む
に
止
ま
っ
て
お
り
、
建
設
の
発
起
、
大
土
木
工
事
の
実
態
、
施
設
の
概
要
、
そ
し

て

利
用
、
果
た
し
た
役
割
等
に
つ
い
て
は
正
確
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。

教
団
（
八
石
教
会
）
の
関
係
資
料
を
継
承
す
る
大
原
幽
学
記
念
館
に
は
関
連
文
書
資

料
が
保
存
さ
れ
、
詳
し
い
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
文
書
資
料
だ
け
で
は
建
築
物

改
心
楼
の
具
体
像
に
は
ア
プ
ロ
ー
チ
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
絵
画
資
料
の
渉
猟
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
目
下
の
と
こ
ろ
改
心
楼
の
面
影
を
伝
え
る
画
像
資
料
は
僅
か
A
・
B
二

点
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

A
は
大
原
幽
学
記
念
館
が
保
存
す
る
遠
藤
文
書
の
線
描
画
で
あ
る
。
鑑
賞
用
と
い

う
よ
り
は
図
面
を
重
視
し
た
絵
画
で
あ
る
。
「
嘉
永
四
亥
年
改
之
信
州
上
田
海
野
町

小
野
沢
貞
之
助
為
名
残
書
置
改
心
楼
之
図
」
と
裏
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
四
年

（
一
八

五
一
）
と
い
え
ば
改
心
楼
竣
工
か
ら
一
年
、
道
友
す
べ
て
の
結
集
の
殿
堂
と

し
て
荘
厳
さ
の
中
に
最
も
親
し
ま
れ
利
用
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
遠
く
信
州
か
ら
改

心
楼

を
訪
れ
修
行
し
た
小
野
沢
貞
之
助
に
と
っ
て
、
こ
の
地
を
去
る
に
あ
た
っ
て
ど

う
し
て
も
絵
画
に
止
め
て
置
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
自
ら
筆
を
執
っ

て

線
描
画
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
部
が
良
左
衛
門
の
手
元
に
託
さ

れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

B
は
一
幅
の
掛
け
軸
と
し
て
プ
ロ
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
か
つ
て
は
江
戸
訴

訟

を
資
金
面
で
支
え
た
有
力
門
人
岩
井
家
に
伝
わ
る
物
で
あ
っ
た
。
幽
学
没
後
門
人

が
急

増
し
た
下
総
国
海
上
郡
足
川
（
現
旭
市
）
の
故
姥
山
昇
衛
氏
が
所
蔵
し
た
も
の

で
現
物

は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
旭
市
史
三
巻
に
折
込
と
な
っ
て
収
載
さ
れ
て
い

る
。
B
に
は
「
己
未
口
春
応
小
野
沢
主
人
需
凍
調
」
の
署
名
と
落
款
が
二
つ
捺
印
さ

れ
て

い

る
。
「
己
未
」
と
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
と
思
わ
れ
、
幽
学
自
決
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

年
後
と
な
る
。
「
小
野
沢
主
人
の
需
め
に
応
じ
凍
調
」
と
訓
読
出
来
る
。
「
小
野
沢
主

人
」
な
る
人
物
は
幽
学
と
関
係
が
深
い
者
と
考
え
ら
れ
る
が
東
総
の
地
域
の
道
友
そ

の

他
関
係
者
の
中
で
は
特
定
が
難
し
い
。
む
し
ろ
幽
学
の
信
州
上
田
海
野
町
の
有
力

門
人
小
野
沢
六
左
衛
門
家
と
見
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
幽
学
信
州
退
去
後
も
上

田
・
小
諸
の
門
人
と
の
交
友
は
つ
づ
い
て
お
り
、
下
総
長
部
の
改
心
楼
を
訪
れ
、
な

62



高橋敏［大原幽学と改心楼の造営］

か

に
は
取
替
子
と
し
て
改
心
楼
や
道
友
に
預
け
ら
れ
た
子
弟
も
い
る
。
ま
さ
に
A
の

小
野
沢
貞
之
助
の
つ
な
が
り
が
濃
厚
で
あ
る
。

　

お

そ
ら
く
師
匠
幽
学
の
夢
を
現
実
の
も
の
に
し
た
も
の
の
幽
学
と
と
も
に
こ
の
世

か

ら
消
滅
し
た
改
心
楼
の
か
つ
て
の
華
や
か
さ
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
小
野
沢
六
左

衛
門
に
連
な
る
人
物
が
、
絵
師
凍
調
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

改
心
楼
は
松
杉
の
木
の
間
隠
れ
に
丘
陵
を
切
り
拓
い
て
建
つ
。
下
方
に
は
の
ど
か

な
田
園
風
景
が
ひ
ろ
が
る
。
取
り
入
れ
が
終
わ
っ
て
馬
の
背
に
実
り
を
の
せ
鍬
を
か

つ
い
だ

農
夫
と
そ
の
子
弟
が
家
路
を
辿
る
。
長
部
村
の
農
家
の
件
ま
い
か
ら
山
を
削

り
切
開
さ
れ
た
坂
道
を
登
り
、
い
く
つ
か
の
門
を
く
ぐ
っ
て
柴
の
戸
を
推
す
と
手
入

れ
の

行
き
届
い
た
広
壮
な
庭
に
達
す
る
。
そ
こ
に
は
重
厚
な
母
屋
と
屋
根
か
ら
煙
を

出
す
副
屋
・
物
置
・
雪
隠
等
の
付
属
施
設
が
垣
に
囲
ま
れ
て
あ
り
、
落
ち
着
い
た
風

情
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　
田

面
か
ら
一
段
登
っ
た
と
こ
ろ
、
改
心
楼
か
ら
は
一
段
下
っ
た
と
こ
ろ
に
は
天
保

十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
建
設
さ
れ
た
幽
学
の
住
居
が
四
囲
の
環
境
に
調
和
し
て
存

在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
長
部
村
の
八
石
と
い
わ
れ
た
丘
陵
を
削
っ
て
は
埋
め
、

と
き
に
は
掘
っ
た
り
し
て
大
規
模
な
地
行
普
請
土
木
工
事
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
敷

地

に
、
幽
学
の
性
理
学
教
団
の
一
大
殿
堂
が
建
立
さ
れ
、
荘
厳
な
件
ま
い
が
一
幅
の

絵
画

に
収
め
ら
れ
て
、
今
そ
の
余
香
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
で
あ
る
。

　
衆
目
を
驚
か
し
た
改
心
楼
の
大
き
さ
は
下
方
の
農
家
、
幽
学
の
住
居
と
比
較
す
れ

ば
］
目
瞭
然
で
あ
る
。
家
屋
敷
の
み
な
ら
ず
地
を
穿
ち
、
あ
る
い
は
埋
め
均
し
一
大

教
堂
を
つ
く
り
あ
げ
た
幽
学
教
団
の
実
力
・
力
量
を
誇
示
し
て
い
る
と
見
て
も
よ
い
。

　
い

ま
少
し
改
心
楼
の
実
体
を
具
体
的
に
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
図
面
が
ひ
と
つ

ぐ
ら
い
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
改
心
楼
の
か
つ
て
の
姿
を
正
確
に
伝

え
て
く
れ
る
図
面
は
発
見
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
大
原
幽
学
全
集
（
一
九

四
三
）
に
遠
藤
家
所
蔵
の
平
面
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
み
が
手
が
が
り
に

な
る
が
、
縮
小
さ
れ
た
写
真
版
の
た
め
詳
細
は
読
解
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
絵
画
資

料
二
点
を
含
め
改
心
楼
の
お
お
よ
そ
は
把
め
そ
う
で
あ
る
。

　

改
心
楼
の
主
屋

は
間
口
七
間
・
奥
行
五
間
の
規
模
で
あ
っ
た
。
内
部
は
通
常
の
民

家
と
違
っ
て
五
間
三
間
の
講
堂
と
も
い
う
べ
き
、
お
そ
ら
く
板
敷
き
の
大
広
間
を
有

し
て
い
た
。
中
央
に
は
幽
学
の
高
座
が
設
け
ら
れ
、
数
十
人
規
模
の
道
友
の
収
容
が

可
能
で
あ
り
、
儀
式
は
も
と
よ
り
い
つ
で
も
講
義
説
法
が
で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ

て

い
た
。

　

講
堂
の
北
側
に
は
一
二
丈
ほ
ど
畳
敷
き
の
広
間
が
あ
り
、
こ
の
部
分
の
屋
根
は
瓦

葺
で
あ
る
。
左
隣
に
は
蒲
団
部
屋
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
独
立
し
た
こ
ん
な
大

き
な
蒲
団
収
蔵
専
用
の
部
屋
の
存
在
は
道
友
関
係
者
の
宿
泊
を
お
い
て
は
考
え
ら
れ

な
い
。

　
座
敷

に
つ
づ
き
台
所
と
思
し
き
空
間
が
あ
る
。
絵
画
資
料
で
は
煙
を
出
し
て
い
た

部
屋
と
考
え
ら
れ
る
。
土
間
の
竈
等
か
ら
煮
炊
き
一
〇
〇
人
規
模
の
炊
事
を
賄
う
も

の

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

講
堂
の
大
広
間
の
左
側
（
西
側
）
に
は
や
や
張
り
出
し
て
戸
障
子
・
襖
に
仕
切
ら

れ

た
三
畳
二
間
が
あ
る
。
改
心
楼
を
統
轄
す
る
性
理
学
教
団
の
当
事
者
が
常
駐
す
る

事
務
機
能
を
も
つ
居
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

雪
隠
は
主
屋
か
ら
離
れ
東
側
に
六
カ
所
置
か
れ
た
。
一
〇
〇
人
規
模
の
集
会
、
宿

泊
を
前
提
と
し
た
し
つ
ら
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
建
築
に
素
人
の
者

に
も
、
改
心
楼
の
異
様
さ
は
読
み
と
れ
る
。
改
心
楼
の
建
築
は
、
領
主
支
配
の
厳
し

い

と
い
わ
れ
る
幕
藩
制
の
硬
構
造
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
湧
い
て
来
る
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。

　
改
心
楼

は
い
か
に
し
て
成
っ
た
の
か
。
第
一
次
資
料
と
も
い
う
べ
き
大
普
請
の
過

程

を
道
友
の
献
身
丹
精
の
奉
仕
に
よ
る
人
足
の
動
員
・
建
築
資
材
の
調
達
や
大
工
左

官

そ
の
他
職
人
の
雇
用
等
の
諸
実
費
を
記
帳
し
た
関
連
資
料
か
ら
究
明
す
る
。
ま
ず

幽
学
弾
圧
の
口
実
に
さ
れ
た
と
い
わ
れ
た
改
心
楼
建
設
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
改
心
楼
建
築
の
詳
し
い
実
態
に
迫
る
前
に
典
拠
と
す
る
関
連
資
料
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
表
1
に
明
ら
か
な
よ
う
に
目
下
大
原
幽
学
記
念
館
が
所
蔵
す
る
四
三
点
で
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表1　改心楼建設関係資料

表　　題 年　月　日 西暦

1 改心楼材木持寄控 嘉永2年4月24日 1849

2 材木控 嘉永2年4月24日 1849

3
一番会合所寄進人足控 嘉永2年4月 1849

4 改心楼材木寄進控 嘉永2年4月24日 1849

5 材木注文控 （嘉永2年4月24日） 1849

6 改心楼材木持寄控 嘉永2年4月 1849

7 普請懸リ当座控 嘉永2年4月 1849

8 二番　会合所寄進人足控 嘉永2年5月 1849

9 三番　会合所寄進人足控 嘉永2年5月 1849

10 四番　会合所寄進人足控（表紙のみ）’ 嘉永2年6月 1849

11 五番　会合所寄進人足控（　〃　） 嘉永2年6月 1849

12 六番　会合所寄進人足控（　ク　） 嘉永2年7月 1849

13 材木掛人足控（　〃　） 嘉永2年6月 1849

14 弐番　材木掛人足控（　ク　） 嘉永2年7月 1849

15 会合所大工方控 嘉永2年閏9月 1849

16 七番　土普請人足控 （嘉永2）酉9月29日～10月5日 1849

17 八番　土普請人足控 （嘉永2年10月） 1849

18 九番　普請人足控 （嘉永2年）10月6日 1849

19 十番　土普請人足控 （嘉永2年）10月10日 1849

20 普請当座控 嘉永2年10月 1849

21 十一番　地形人足控 （嘉永2年）11月2日 1849

22 十二番　地形人足控 嘉永2年11月10日 1849

23 十三番　会合所普請人足控 嘉永2年11月16日 1849

24 弐番　普請掛当座控 嘉永2年11月24日 1849

25 十四番　会合所普請人足控 嘉永2年11月27日 1849

26 十五番　改心楼普請人足控 嘉永3年正月13日 1850

27 十六番　改心楼普請人足控 嘉永3年2月5日 1850

28 十七番　改心楼人足控　但拾三番より拾七番迄 嘉永3年2月18日 1850

29 改心楼竈家掛 嘉永3年正月24日 1850

30 改心楼開設諸調録 嘉永3年正月 1850

31 改心楼夜具井蚊帳仕立人数 嘉永3年2月7日 1850

32 三番　普請掛当座控 嘉永3年3月17日 1850

33 石工・経師手間控 嘉永3年6月 1850

34 銚子石受取控 嘉永3年6月 1850

35 改心楼普請入用控 嘉永3年6月17日 1850

36 改心楼蚊屋木綿控 嘉永3年6月17日 1850

37 石注文控 嘉永3年12月 1850

38 改心楼勝手賄控 嘉永4年3月 1851

39 片付仕事人数控 嘉永5年正月2日 1852

40 切通丹精人数控 嘉永5年正月2日 1852

41 地行場均人数控　二 嘉永5年正月16日 1852

42 地行場均人数控　三 嘉永5年2月24日 1852

43 地行場均人数控　四 嘉永5年閏2月22日 1852
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あ
る
。
殆
ど
が
建
築
の
種
々
工
程
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
記
載
に
明
確
さ
を

欠
く
と
こ
ろ
も
あ
る
が
後
年
編
さ
ん
さ
れ
た
も
の
と
違
い
、
実
情
を
余
す
と
こ
ろ
な

く
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
第
一
次
資
料
で
あ
り
、
信
愚
性
は
高
い
。

0
改
心
楼
建
築
の
工
程
－
出
来
上
が
る
ま
で

　
「
絵
図
面
定
井
材
木
見
立
」

　
改
心
楼
の
建
築
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
四
月
十
五
日
の
「
絵
図
面
定
井
材
木

見

立
」
の
記
事
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
番
会
合
所
寄
進
人
足
控
」
の
冒
頭
に
あ

る
。　

　
　
　
始

　
　
　
四

月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
左
衛
門
殿

　
　
一
絵
図
面
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
井
材
木
見
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
重
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
郎
右
衛
門
殿

　
　
　

同
十
六
日

　
　
一
材
木
見
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
重
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
郎
右
衛
門
殿

　
四
月
十
五
日
、
長
部
村
の
良
左
衛
門
、
治
郎
左
衛
門
、
入
野
村
の
佐
重
、
諸
徳
寺

村
の
又
左
衛
門
、
七
郎
右
衛
門
の
い
ず
れ
も
幽
学
の
高
弟
五
人
が
「
会
合
所
」
（
こ

の

と
き
「
改
心
楼
」
と
呼
ん
で
い
な
い
）
の
「
絵
図
面
」
（
設
計
図
）
を
確
定
し
、

翌
十
六

日
に
か
け
て
早
速
資
材
の
材
木
調
達
を
検
討
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
人

は

幽
学
を
長
部
村
に
定
着
さ
せ
、
先
祖
組
合
結
成
に
よ
る
一
大
改
革
を
推
進
し
た
東

総

グ
ル
ー
プ
の
重
鎮
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
幽
学
の
意
向
は
以
心
伝
心
で
五
人
の
胸
中

に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
絵
図
面
の
作
成
と
揆
を
一
に
し
て
材
木
調
達
の
検
討
に
入
っ
て
お
り
、
長
部
村
を

中
心
に
道
友
か
ら
の
寄
進
が
募
ら
れ
、
そ
の
明
細
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
四
月

二

十
四
日
、
正
式
に
道
友
の
「
改
心
楼
」
「
持
寄
」
が
決
ま
っ
た
材
木
は
表
2
の
よ

う
で
あ
る
。
松
五
三
本
、
杉
一
四
〇
本
、
椎
二
本
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
小
が
あ
る
が
合

計
す
る
と
一
九
五
本
に
の
ぼ
る
。
建
築
現
場
と
な
る
長
部
村
が
一
六
名
で
松
二
四
本
、

杉
一
〇
六
本
、
椎
二
本
で
大
半
を
占
め
る
。
更
に
長
部
村
持
ち
の
鎮
守
・
寺
か
ら
松

七

本
、
杉
三
本
を
供
出
し
、
並
木
の
松
五
本
ま
で
伐
り
出
そ
う
と
い
う
算
段
で
あ
る
。

個
人
で
は
諸
徳
寺
村
の
又
左
衛
門
、
長
部
村
の
伊
兵
衛
（
良
左
衛
門
の
父
）
の
寄
進

が
顕
著
で

あ
る
。
か
く
し
て
性
理
学
教
会
の
道
友
の
「
会
合
所
」
は
即
「
改
心
楼
」

と
魂
が
入
れ
ら
れ
、
道
友
の
寄
進
に
も
と
つ
く
丹
誠
で
建
築
す
る
と
い
う
意
志
の
証

明
と
し
て
自
ら
の
家
産
で
あ
る
材
木
一
九
五
本
を
持
ち
寄
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
同
日
に
「
材
木
建
具
入
用
調
」
が
、
五
人
の
う
ち
諸
徳
寺
村
の
七
郎
右
衛
門

に
代
わ
っ
て
又
左
衛
門
の
弟
幸
左
衛
門
が
加
わ
っ
て
行
わ
れ
た
。
道
友
が
持
ち
寄
る

材
木
で
充
分
な
の
か
。
こ
こ
に
表
立
た
な
い
が
改
心
楼
の
建
立
に
最
も
意
欲
を
燃
や

す
幽
学
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
「
材
木
。
。
貝
揃
」
が
「
大
先
生
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

た
。
自
前
の
資
材
だ
け
で
は
到
底
幽
学
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
木
材
そ

の

他
世
間
に
通
ず
る
幽
学
の
意
向
で
、
江
戸
深
川
辺
で
金
銭
で
調
達
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
か

く
し
て
「
改
心
楼
」
本
体
の
建
築
の
メ
ド
は
つ
い
た
が
、
改
心
楼
の
建
つ
地
所

は
長
部
村
名
主
伊
兵
衛
の
持
林
八
石
の
山
中
に
あ
っ
た
。
大
規
模
な
基
礎
工
事
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。
一
見
困
難
と
思
わ
れ
る
大
工
事
で
あ
る
が
、
道
友
た
ち
に
と
っ
て

は
幽
学
へ
の
思
い
、
村
落
の
改
革
、
己
の
悔
い
改
め
の
証
と
し
て
最
も
得
意
と
す
る

丹
誠
・
修
業
の
場
、
機
会
で
あ
っ
た
。
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表2　改心楼道友材木持寄明細（嘉永2年4月24日）

材 木
寄進者名（村）

松 枚 椎

1伝蔵（米込村） 9本（4尺3寸～4尺2寸～4尺）
2又左衛門（諸徳寺村） 5本（7尺1本、4尺3寸1本） 31本

3佐兵衛（長部村） 3本（5尺1本） 1本
4　七郎右ヱ門（諸徳寺村） 3本（5尺1本、4尺1本）

5桜井 3本

●6　伊兵衛（長部村）名主 3本 30本

●7　源兵衛（　ク　）組頭 1本 15本

●8惣右衛門（〃　） 1本（5尺3寸） 25本

●9　仁右衛門（　ク　）百姓代 3本（1丈2寸1本） 6本

●10新左衛門（　〃　） 1本（4尺6寸） 6本 1本（4尺）

11市右衛門（〃　） 1本

12太左衛門（ク　） 5本

●13政右衛門（〃　） 3本

14新右衛門（ク　） 1本（5尺）

15四郎右衛門（ク　） 9本

16治郎右衛門（〃　） 1本

●17吉兵衛（ク　） 7本

●18五兵衛（　ク　） 1本

●19治兵衛（　ク　） 4本
20鎮守（　ク　） 7本（5尺1本、4尺4本）
21寺（　ク　） 3本

●22忠右衛門（　ク　） 1本

23　なみ木（長部村内並木） 5本（5尺～5尺3寸2）

小計 53本 140本 2本

●天保11年の道友議定誓約参加者

関係資料1～6から作成。

高部 青馬
出席（世話從 小計

3

3

12

6 18

7 76

14

7 52

7 54

7 58

3 24

3 20

4 23

4 12

16 77

35

42

69

88

83

1 78

1 75

80

1 94

1 86

82

2 2 64 1258
　
「
土
普
請
」

　
閏
四
月
三
日
か
ら
改
心
楼
の
た
め
の
土
台
工
事
「
土
普
請
」
が
着
手
さ
れ
た
。
一

応
の

「土
普
請
仕
上
」
げ
ま
で
の
寄
進
人
足
動
員
の
明
細
を
ま
と
め
た
の
が
表
3
で

あ
る
。
ま
ず
土
普
請
の
工
程
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
閏
四
月
三
日
と
八
日
は
「
裏
新
道
持
」
、
こ
れ
か
ら
の
大
工
事
に
備
え
て
か
改
心

楼
に

裏
に

通
ず
る
新
道
を
つ
く
っ
て
い
る
。
人
足
は
一
日
三
人
で
あ
る
。
十
日
か
ら

い

よ
い
よ
「
地
形
土
普
請
」
の
、
改
心
楼
の
敷
地
工
事
に
と
り
か
か
る
。
初
日
は
長

部
村
の
道
友
一
二
人
が
行
っ
た
。
多
く
は
若
者
で
あ
る
。
六
日
置
い
た
四
月
十
六
、

十
七
の
両
日
「
土
普
請
」
「
土
普
請
下
推
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
八
人
、
七
六
人
を
動
員

し
て
行
わ
れ
た
。
土
普
請
に
は
多
く
の
労
働
力
を
投
入
す
る
必
要
が
あ
り
、
農
閑
期

を
縫
っ
て
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
月
十
七
日
に
は
長
部
村
の
他
に

諸
徳
寺
、
鏑
木
、
野
田
、
米
込
各
村
等
の
道
友
が
参
加
し
、
村
毎
に
道
友
を
編
成
、

組
織
す
る
性
学
教
団
特
有
の
改
心
楼
建
設
方
式
が
始
ま
っ
た
。
半
月
の
小
休
止
を
置

い
て

五
月
に
入
る
と
雨
中
地
行
普
請
は
長
部
村
の
一
四
名
で
再
開
さ
れ
、
以
降
十
三

日
ま
で
九
日
間
行
わ
れ
た
。
動
員
さ
れ
た
人
足
は
「
見
習
以
上
」
と
格
付
け
さ
れ
た

若
者
で
、
技
量
よ
り
は
腕
力
で
山
を
削
り
、
谷
を
埋
め
る
に
適
し
た
力
自
慢
の
も
の

た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
五
月
三
日
、
雨
の
た
め
、
六
ツ
半
（
七
時
）
作
業
を
再
開
し

た
も
の
の
大
雨
と
な
っ
て
、
四
ツ
（
十
時
）
に
止
む
を
得
ず
中
止
し
て
い
る
。
よ
う

や

く
雨
が
止
ん
だ
翌
四
日
に
は
五
八
人
が
参
加
し
た
。
村
単
位
に
動
員
さ
れ
た
人
足

の

中
に
は
「
弁
当
運
」
の
「
助
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
多
く
は
老
人
で
力

仕
事

は
無
理
で
も
せ
め
て
作
業
現
場
ま
で
弁
当
と
湯
茶
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
丹
誠

の
労
働
力
で
あ
っ
た
。

　
五
月
十
二
日
に
は
「
土
手
築
揚
」
に
か
か
り
、
翌
十
三
日
に
は
七
七
人
中
二
八
人

　
　
　
　
を
投
じ
て
「
地
形
踏
均
」
、
敷
地
の
地
固
め
が
行
わ
れ
、
十
五
・
十
六
・

　
　
　
　
十
八
日
の
三
日
間
（
十
七
日
は
先
祖
組
合
領
主
お
墨
付
記
念
休
日
）
、
米

　
　
　
　
込
村
や

鏑
木
村
の
休
日
を
返
上
し
た
若
者
に
よ
る
「
裏
通
土
手
直
下
水
道

　
　
　
　
拓
立
」
「
上
水
道
推
井
二
築
山
抗
」
「
裏
土
手
推
」
等
の
付
帯
工
事
が
継
続
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表3　土普請寄進人足（嘉永4年閏4月30日～）

村　　　　　　　　　　名

日付
長部 諸徳寺 鏑木 野田 米込 小川 岡飯田 上総

屋形
布野 稲荷入

十日

市場
足川 新町 小貝野 平山 府馬 阿玉台 桜井 琴田 溝源 田部 米之井

閏4．3 3

閏4．8 3

閏4．10 12

閏4．16 12

閏4．17 37 10 6 6 5 3 1 1

5．1 14

5．2 15 12 1 6 5 3 2 1

5．3 16 13 5 6 3 3 1

5．4 19 14 5 5 4 3 1

5．7 5 8 7 1

5．8 4 6 3 4

5．9 3 6 3 5 1 1

5．12 3 4 1

5．13 25 15 6 9 1 1 2 1 1

9．29 7 18 4 5 1

9．30 8 21 4 6 1 1 1

10．1 9 22 4 7 3 8 5 1 1 1 8

10．2 11 18 2 6 10 3 8 5 4 5 1 3 2 2 5 3

10．3 17 18 2 6 10 3 6 4 4 4 1 1 5 1 1

10．5 20 15 4 5 8 3 6 5 4 1 1 3 1 1

10．6 21 14 3 5 8 3 5 2 2 4 1 1 3 2

10．7 25 20 5 9 2 4 4 2 3 1 1 3 1

10．8 30 22 5 9 3 8 4 3 4 1 1 3

10．9 30 19 1 10 4 5 4 3 4 1 1 3

10．10 29 19 2 4 10 2 3 4 3 4 1 1

計 378 286 21 70 125 41 80 3 45 23 43 1 1 11 8 25 3 4 13 4 1 4

関係資料一3、8～12、16～19

さ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
水
道
工
事
で
あ
る
。
以
降
九
月
二
十
九
日
ま
で
土

普
請
他
改
心
楼
関
係
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
六
月
、
七
月
分
の
「
寄

進

人
足
控
」
は
表
紙
の
み
で
中
身
は
な
い
。
生
業
と
の
関
係
で
工
事
は
中

断
し
た
の
か
、
資
料
が
散
逸
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
心
楼

の

敷
地

を
造
成
す
る
と
い
う
「
土
普
請
」
は
ほ
ぼ
峠
を
越
し
た
こ
と
は
十

分
推
測
出
来
る
。

　
九

月
二
十
九
日
再
開
し
た
土
普
請
は
十
月
に
入
る
と
二
一
力
村
か
ら
八

〇

か

ら
九
〇
人
の
人
足
を
動
員
し
て
仕
上
げ
に
か
か
っ
た
。
「
土
手
取
」

「芝
張
」
「
土
手
積
」
「
水
ノ
手
」
「
塊
積
」
「
岩
取
」
「
く
れ
取
」
等
そ
れ
ぞ

れ
行

わ
れ
、
改
心
楼
建
築
の
基
礎
工
事
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
閏
四
月
三
日
か
ら
十
月
十
日
ま
で
二
五
日
間
、
土
普
請
の
二
四
力
村
の

寄
進
人

足

は
の
べ
一
二
五
八
人
に
達
す
る
。
「
仕
舞
」
と
さ
れ
た
十
月
十

日
に
は
九
月
二
十
九
日
か
ら
一
二
日
間
惣
人
数
九
〇
二
人
で
あ
っ
た
と
記

録

し
て
お
り
、
表
3
の
一
一
日
間
八
一
二
人
よ
り
一
日
と
九
〇
人
多
い
。

の

こ
さ
れ
た
控
帳
と
は
正
確
に
合
致
し
な
い
。
お
そ
ら
く
表
3
を
上
回
る

人

足
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
交
代
制
の
世
話
役
等
に
よ
っ

て

記
帳
さ
れ
た
た
め
か
、
欠
落
は
じ
め
村
名
、
人
名
、
そ
れ
に
計
算
に
誤

り
が
認
め
ら
れ
る
が
、
改
心
楼
の
建
築
の
推
移
を
知
る
上
で
は
さ
し
て
支

障
と
は
な
ら
な
い
。

　
閏
四
月
、
五
月
の
一
四
日
間
四
四
六
人
と
九
月
末
か
ら
十
月
上
旬
の
一

一
日
間
八
一
二
人
で
土
普
請
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
生
業
の
暇
を
利
用
し
て
の
人
足
の
動
員
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
性

学
教
団
の
組
織
力
と
統
制
は
見
事
で
あ
っ
た
。

　
長

部
村
と
諸
徳
寺
村
を
中
心
に
周
辺
の
村
々
の
構
成
で
あ
る
。
村
々
を

地

図
上
に
落
と
し
た
の
が
図
1
で
あ
る
。
地
元
の
長
部
村
、
諸
徳
寺
村
は

さ
て
お
き
、
周
辺
と
は
い
え
他
村
の
道
友
は
早
朝
か
ら
日
没
ま
で
大
変
な

労
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
道
友
と
し
て
の
自
己
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野田

　o

圃

十日市場
　　足」

を
磨
く
丹
誠
の
奉
仕
で
あ
っ
て
旦
雇
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

屋形
o

改心楼造営寄進の村々図1

　
改
心
楼
の
建
築
ー
大
工
方

　
未
だ
地
行
普
請
途
中
の
九
月
二
十
日
改
心
楼
本
体
建
築
の
見
積
り
が
性
学
教
団
一

統
の
立
合
の

下

で

普
請
に
当
た
る
神
田
村
の
大
工
棟
梁
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。
「
普

請
仕
揚
井
雪
隠
仕
揚
」
、
本
体
に
雪
隠
（
便
所
）
を
含
め
て
大
工
方
の
「
惣
手
間
」

は
金
二
三
両
と
扶
持
玄
米
二
三
俵
と
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
早
速
棟
梁
に
金
一
両

の
手
付
が
渡
さ
れ
た
。
以
降
翌
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
三
月
十
二
日
ま
で
扶
持
米

代

を
含
め
金
五
二
両
二
分
二
朱
銭
八
八
文
の
手
間
代
が
棟
梁
を
通
し
て
表
4
の
よ
う

な
労
働
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
た
。
神
田
村
の
棟
梁
の
配
下
一
四
名
と
増
普
請
等

の

臨
時
の
大
工
一
四
名
の
二
八
名
の
九
五
九
人
前
三
人
前
の
大
工
一
人
で
九
五
九

日
か
か
る
計
算
）
手
間
で
改
心
楼
と
雪
隠
は
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
見
積
金
の
金
二
三
両
と
扶
持
玄
米
二
三
俵
は
三
俵
○
・
六
五
両
で
換
算
す
る
と

約
一
五
両
）
約
三
八
両
と
な
り
、
決
算
高
五
二
両
二
分
二
朱
銭
八
八
文
は
一
四
両
余

の

予
算
オ
ー
バ
ー
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
驚
い
て
は
い
け
な
い
。
嘉
永
四
年
三
月
の
総

決
算
で
は
大
工
方
は
金
七
四
両
一
分
二
朱
に
ま
で
の
ぼ
っ
て
お
り
、
祝
儀
酒
手
と
し

て

金
二

一
両
三

分
余
が
予
算
オ
ー
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
仕
事
始
、
棟
上
げ
、
細
工

仕
舞
等
は
ひ
と
つ
の
神
事
で
あ
り
、
神
酒
、
祝
儀
は
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
別
途
八
両
を
「
大
工
請
取
前
仕
上
二
相
成
、
格
別
余
分
利
得
も
無

之
様
子
二
付
改
心
楼
普
請
事
故
又
々
外
二
遣
」
と
儲
け
が
な
い
様
子
だ
っ
た
の
で
改

心
楼
の
普
請
に
携
わ
っ
た
の
だ
か
ら
と
特
別
に
与
え
て
い
る
。
大
工
が
不
満
が
な
い

よ
う
に
と
の
改
心
楼
の
微
妙
な
建
築
へ
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
。

　
屋
根
・
畳
・
石
工
・
左
官

　
十
月
二
十
日
の
仕
事
始
め
か
ら
約
一
カ
月
後
の
十
一
月
二
十
三
日
、
棟
上
を
前
に

大
先
生
幽
学
は
良
左
衛
門
を
と
も
な
っ
て
漸
く
姿
を
現
し
た
「
改
心
楼
」
を
検
分
す

る
。
こ
の
夜
長
部
村
の
道
友
茂
十
郎
宅
で
一
五
人
の
道
友
が
参
集
し
て
「
棟
揚
」
の

「餅
掲
」
を
催
し
た
。
か
く
し
て
十
一
月
二
十
五
日
「
建
上
」
（
棟
上
）
が
盛
大
に
執

り
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
は
六
一
人
の
人
足
が
棟
上
に
専
念
し
、
大
工
方
に
金
三
両
一

分
の

御
酒
料
を
供
し
て
い
る
。
大
工
方
の
工
事
と
並
行
し
て
屋
根
、
そ
し
て
本
体
改

心
楼
の
内
装
の
左
官
、
外
囲
り
の
石
工
が
同
時
に
進
行
す
る
。

　
十
一
月
朔
日
か
ら
屋
根
葺
き
に
先
行
し
て
茅
苅
り
が
道
友
人
足
で
始
ま
り
、
十
七

B
か
ら
二
十
四
日
ま
で
八
日
間
六
七
駄
（
五
〇
人
）
の
茅
が
運
び
込
ま
れ
た
。
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棟
上
翌

日
二
十
六
日
か
ら
屋
根
工
事
が
本
格
化
し
、
「
足
し
ろ
か
け
」
「
足
代
板
」

が
諸
徳
寺
村
か
ら
運
ば
れ
、
「
屋
根
地
持
」
が
行
わ
れ
た
。
十
二
月
三
日
に
は
屋
根

屋
が
入

り
、
道
友
人
足
は
「
手
伝
」
と
「
屋
根
ふ
き
」
（
茅
を
手
渡
し
す
る
）
に
当

た
っ
て
い
る
。
十
二
月
四
日
は
四
〇
人
の
人
足
が
充
当
さ
れ
六
日
に
終
わ
っ
た
が
、

茅
手
棟
梁
等
の
手
間
や
酒
代
に
金
四
両
二
分
銭
二
貫
五
七
六
文
を
要
し
て
い
る
。

　
畳
は

新
町
の
畳
屋
伊
助
・
熊
五
郎
両
名
に
十
月
二
十
六
日
金
三
両
一
分
渡
し
て
注

文
、
十
二
月
二
十
一
日
は
琉
球
表
三
五
枚
（
銀
一
〇
五
匁
）
早
嶋
表
八
枚
（
三
二

匁
）
を
購
入
。
歳
末
の
二
十
九
日
は
酒
手
二
朱
を
贈
っ
て
い
る
。
改
心
楼
開
校
の
五

日
前
の
十
四
日
に
は
「
敷
込
」
が
行
わ
れ
、
酒
手
銭
五
〇
〇
文
を
は
ず
ん
だ
。
購
入

さ
れ
た
畳
は
四
二
畳
半
代
金
五
両
一
分
三
朱
に
の
ぼ
り
、
こ
れ
ら
を
新
町
の
畳
屋
伊

助
と
熊
五
郎
が
一
両
三
分
二
朱
の
手
間
で
敷
き
込
ん
だ
。

　
嘉
永
四
年
三
月
の
総
決
算
で
は
琉
球
表
二
両
二
分
二
朱
余
、
畳
表
方
金
七
両
三
分

余
の
約
一
〇
両
の
費
用
と
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　
石
工

は
鏑
木
村
石
屋
が
十
二
月
十
二
日
、
府
馬
村
の
石
屋
翌
十
二
日
か
ら
二
十
］

表4　大工方の手間

大工名 期　間 実働分
白日1人）

棟梁 嘉永2年10．20～3．2．14 91

元吉 嘉永2年10．20～3．2．13 98．5

久蔵 嘉永2年10．22～3．1．18 75．5

和田村　惣治 嘉永2年10．22～3．2．13 59．5

桜井村　惣兵衛 嘉永2年10．23～3．2．13 77

万才村　嘉兵衛 嘉永2年10．24～3．1．15 46．5

万才村　秀吉 嘉永2年10．24～2．12．13 36．5

飯岡　　忠兵衛 嘉永2年10．28～3．1．29 84

栄蔵 嘉永2年11．1～3．2．11 79．5

泰蔵 嘉永2年11．2～3．2．3 47．5

万才村　粂蔵 嘉永2年11．4～3．2．13 56

岡飯田　直七 嘉永2年11．20～3．1．18 21

岡飯田　庄助 嘉永2年11．20～3．2．11 57

万才村　仙蔵 嘉永2年12．16～3．2．13 18

鏑木村　大工5人 嘉永2年2．12．20～22 12．5

上総　　大工1人 嘉永2年12．27～3．1．15 19

神田村　文蔵 嘉永3年1．6～18 10

弟子　　源蔵 嘉永3年1．6～18 11

府馬村　大工4人 嘉永3年1．29～2．11 47

溝原村　忠蔵 嘉永3年2．6～13 7

飯岡村　子供 嘉永3年2．7～12 （4．5）

小計 959人

関係資料一15

日
ま
で
二
人
で
一
六
日
半
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
。
翌
年
正
月
三
十
日
か
ら
一
一

日
間
は
鏑
木
村
石
屋
が
継
続
し
た
。
な
お
そ
の
後
も
改
心
楼
の
外
周
工
事
の
な
か
で

二
人

の
仕
事

は
続
け
ら
れ
、
嘉
永
四
年
三
月
、
手
間
と
酒
手
に
金
二
両
二
分
一
朱
を

要
し
た
。

　
問
題
は
改
心
楼
摘
発
の
一
因
と
な
っ
た
建
築
資
材
“
石
”
の
使
用
で
あ
る
。
道
友

の

多
く
が
持
ち
寄
っ
た
の
は
「
石
く
つ
」
で
あ
っ
た
が
、
改
心
楼
の
整
備
が
進
む
な

か

で
銚
子
石

を
発
注
し
て
嘉
永
三
年
六
月
か
ら
買
っ
て
い
る
。
運
搬
に
は
道
友
が
馬

を
出
し
て
奉
仕
し
て
い
る
。

　
ま
た
別
途
嘉
永
三
年
八
月
江
戸
に
て
「
伊
豆
石
」
（
三
六
枚
）
を
発
注
・
購
入
し

て

お
り
、
利
根
川
舟
運
で
小
見
川
河
岸
辺
に
着
い
た
石
を
馬
方
、
牛
方
を
雇
っ
て
改

心
楼
ま
で
陸
路
運
送
し
た
。
因
み
に
牛
方
は
新
里
村
、
馬
方
は
小
見
川
、
小
見
、
下

小
堀
各
村
の
百
姓
で
あ
る
。

　
嘉
永
四
年
三
月
の
決
算
書
銚
子
の
切
石
代
金
一
四
両
三
分
二
朱
と
銭
四
貫
六
四
六

文
、
こ
の
運
賃
蔵
敷
が
一
両
と
五
貫
五
二
文
に
の
ぼ
る
。
他
は
一
両
二
分
の
水
鉢
で

　
　
あ
る
。
不
思
議
に
も
伊
豆
石
の
代
金
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
贅
沢
な
伊
豆
石

　
　
を
江
戸
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
買
い
送
ら
せ
た
こ
と
を
、
公
儀
そ
の
他
に
秘
し
て
お
き

　
　
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
左
官
は
嘉
永
三
年
二
月
二
十
六
日
大
久
保
村
の
左
官
に
手
間
代
金
三
分
、
酒

　
　
手
二
朱
、
同
じ
く
三
月
二
十
四
日
二
分
二
朱
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
四
年
三

　
　
月
の
決
算
で
は
手
間
代
金
二
両
と
銭
八
五
文
、
酒
手
一
分
四
〇
〇
文
と
な
っ
て

　
　
い
る
。

　
蒲
団
と
蚊
帳
（
屋
）

　
改
心
楼
は
道
友
関
係
者
の
宿
泊
を
も
充
足
す
る
教
会
、
学
校
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
改
心
楼
の
建
設
施
設
の
整
備
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ひ

と
つ
は
多
量
多
額
の
綿
の
購
入
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
「
蒲
団
縫
、
蚊
帳

縫
」
へ
の
女
性
道
友
の
丹
精
で
あ
る
。
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嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
二
月
七
日
真
綿
を
金
一
両
二
分
余
買
っ
た
の
を
手
始
め

に

翌

日
に
は
「
坂
上
銘
綿
大
入
四
本
を
銀
一
貫
五
六
九
匁
（
両
に
六
四
匁
で
約
二
五

両
）
、
「
地
綿
極
上
五
貫
目
入
二
本
」
を
銀
四
〇
五
匁
四
分
（
六
・
三
両
）
、
真
綿
二
五

〇
目
を
六
〇
匁
（
一
両
）
で
買
い
込
ん
で
い
る
。
こ
の
綿
の
多
く
は
蒲
団
と
蚊
帳
に

使

わ
れ
た
。
嘉
永
四
年
三
月
次
の
決
算
で
は
綿
に
投
下
さ
れ
た
金
額
は
八
〇
両
三
分

二
朱
、
銭
二
三
四
文
に
も
達
し
て
い
る
。
寝
泊
ま
り
す
る
、
出
来
る
と
い
う
機
能
を

幽
学
が
如
何
に
重
視
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
山
中
に
忽
然
と
誕
生
し
た
改
心
楼
は
藪
蚊
の
格
好
の
棲
息
地
で
あ
っ
た
の

で

あ
ろ
う
。
大
掛
か
り
な
木
綿
を
使
っ
た
蚊
帳
の
仕
立
て
を
行
っ
て
い
る
。
蚊
帳
木

綿
だ
け
で
五
〇
反
に
も
及
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
大
量
の
綿
を
蒲
団
や
蚊
帳
に
甦
ら
せ
た
の
が
道
友
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。

母
、
妻
、
娘
が
一
体
と
な
っ
て
男
子
道
友
の
土
普
請
そ
の
他
に
負
け
じ
と
嘉
永
三
年

二
月
七
日
か
ら
八
月
十
九
日
ま
で
一
四
日
間
奉
仕
し
て
、
こ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。

村
毎
に
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
。

　
延
三
二
七

人
、
一
日
当
た
り
平
均
二
三
人
、
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
母
、
妻
が
占
め

る
。
の
こ
り
は
娘
で
あ
る
。
男
子
道
友
の
寄
進
人
足
と
同
じ
様
に
長
部
、
諸
徳
寺
を

中
心
に
一
七
力
村
の
道
友
女
性
が
参
加
し
て
い
る
。

　
道
友
関
係
の
す
べ
て
が
老
若
男
女
間
わ
ず
献
身
奉
仕
し
た
改
心
楼
の
建
立
に
女
性

の
力
量
を
み
せ
つ
け
た
一
大
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
因
み
に
こ
の
と
き
縫
わ
れ
た
蒲
団
を
長
さ
で
分
類
す
る
と
六
尺
五
寸
（
約
一
八
七

米之井
小計 仕事の内容

29（5） 蒲団縫

27（4） 蒲団縫

7（4） 跡始末

9（4） 二度目蒲団縫仕度

39（6） 二度目蒲団縫

2 57（16） 二度目蒲団縫

18（1） 蚊屋糸調同はたへ仕業

23（3） 蚊屋はたへ仕業

30（8） 蚊張之もへき染

8（3） 蚊屋縫

26（4） 蚊屋縫

20（3） 蚊屋縫

10（3） 蚊屋縫

8（4） 修役之蚊屋迄縫仕舞也

16（4）

2 327（72）

セ

ン
チ
）
一
八
枚
、
五
尺
一
寸
（
約
一
五
五
セ
ン
チ
）
が
四
〇
枚
、
「
馬
乗
」
二
尺

（約
六
七
セ
ン
チ
）
五
枚
で
あ
る
。
長
い
方
が
大
人
、
短
い
も
の
が
子
供
用
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
子
供
大
会
や
取
替
子
制
を
前
提
に
性
理
学
校
開
校
を
目
指
し
て

い

た
幽
学
の
意
向
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
完
成
直
後
の
改
心
楼
の

大
広

間
に
二
十
数
人
の
女
た
ち
が
集
ま
っ
て
針
や
糸
を
使
い
蒲
団
や
蚊
帳
を
縫
う
光

景
は
異
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
改
心
楼
の
開
校
と
そ
の
後

　
正

月
十
一
日
か
ら
長
部
村
の
道
友
を
中
心
に
改
心
楼
開
設
の
祝
賀
に
向
け
て
準
備

が
始
ま
っ
た
。

　
当
日
の
祝
い
の
た
め
道
友
二
九
人
半
が
一
人
分
金
三
分
二
朱
銭
四
〇
〇
文
を
分
担

し
て
金
二
七
両
二
分
銭
四
四
二
文
を
拠
出
し
て
準
備
に
当
た
っ
た
。
料
理
、
調
度
品

が
買
い
揃
え
ら
れ
た
。
彼
ら
は
道
友
の
な
か
で
は
見
習
の
若
者
で
あ
る
。
い
か
に
大

が
か

り
の
祝
賀
行
事
で
あ
っ
た
か
は
「
割
は
し
四
百
前
」
「
柳
箸
二
百
四
十
前
」
「
草

履
百
五
十
足
」
「
白
米
五
俵
」
（
金
三
両
二
分
二
朱
銭
四
七
〇
文
）
「
桶
米
六
斗
」
（
金

一
両
三
朱
銭
四
七
〇
文
）
の
数
字
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
正

月
十
七
・
十
八
の
両
日
が
支
度
に
充
て
ら
れ
、
い
よ
い
よ
十
九
日
開
校
の
運
び

と
な
っ
た
。
一
〇
〇
人
を
越
え
る
老
若
男
女
の
道
友
が
駆
け
つ
け
た
で
あ
ろ
う
。
翌

二

十
日
が
「
主
人
分
之
者
」
、
二
十
二
日
が
「
女
共
」
と
祝
典
が
つ
づ
き
、
二
十
三

日
に
「
開
校
跡
取
纏
」
と
跡
始
末
が
行
わ
れ
た
。

　
改
心
楼
の
開
校
と
は
学
校
の
開
校
と
い
う
こ
と
と
道
友
の
た
め
の
会
合
所
、
教
団

の
殿
堂

が
落
成
し
た
こ
と
を
祝
う
意
味
が
あ
っ
た
。

　
確
か

に
改
心
楼
建
設
の
ひ
と
つ
の
画
期
は
嘉
永
三
年
正
月
十
九
日
開
校
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
性
理
学
教
団
の
幽
学

の
講
話
等
の
諸
儀
礼
や
学
校
の
機
能
を
充
足
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
教
団
の
本
拠
の
殿

堂

た
ら
ん
と
す
る
に
は
、
周
辺
環
境
の
整
備
と
内
装
の
充
実
が
未
完
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
嘉
永
五
年
四
月
十
八
日
の
関
東
取
締
出
役
の
指
金
に
よ
る
改
心
楼
乱
入
事
件
ま
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表5　改心楼蒲団縫・蚊屋縫（嘉永3年）

村　　　　　　　　　　名
日付

長部 諸徳寺 十日市場 足川 米込 岡飯田 布野 野田 小川 小貝野 稲荷入 府馬 鏑木 阿玉台 平山 桜井

2．7 5（1） 6（2） 2 1 2（1） 3（1） 1 1 1 1 2 1 2 1

2．8 7 5（1） 2（1） 2 2（1） 1 1 1 1（1） 4 1

2．9 1（1） 2（1） 1（1） 1（1） 1 1

3．29 2（1） 2（2） 1 1（1） 1 1 1

4．1 7（1） 6（1） 3 5 6（3） 4（1） 1 1 1 2 1 2

4．2 15（9） 7（1） 5（1） 1 3（2） 5 5（2） 2 1 1 1 4 2 3（1）

6．20 4（1） 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1

6．21 4（1） 5（1） 1 1 2 2 1 2（1） 1 1 2 1

6．27 7（1） 5（2） 2（1） 1（1） 2（1） 2 2（1） 1 2（1） 1 1 3 1

8．15 1 2（2） 1 1（1） 1 1 1

8．16 4（1＞ 5（2） 2 1 2（1） 3 2 1 1 1 1 1 1 1

8．17 4 4（2） 2 1 2（1） 1 2 1 1 1 1

8．18 1（1） 2（1） 2 1（1） 1 2 1

8．19 1（1） 2（2） 2 1（1） 1 1

嘉永4年2．26 1（1） 1（1） 1 1（1） 7（1） 3 1 1

計 64（20） 57（21＞ 26（3） 7（1） 28（13） 36（5） 29（5） 7 10（2） 15 4 9（1） 18 9 1 5（1）

関係資料一31※（）内は娘人数

で

つ
づ
け
ら
れ
た
。

②
改
心
楼
建
設
の
異
様

　
人
足

と
建
築
費
の
寄
進

　
改
心
楼
建
設
の
異
様
さ
は
、
ま
ず
進
ん
で
「
土
普
請
」
そ
の
他
の
労
働
に
奉
仕
し

た
道
友
と
家
族
の
献
身
の
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
る
。
彼
ら
は
支
配
者
に
強
制
的
に
駆
り

出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
共
同
体
の
役
務
と
し
て
労
役
を
負
担
し
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
幽
学
の
教
え
に
感
服
し
、
自
発
的
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
嘉
永
二
年

（
一
八
四

九
）
四
月
か
ら
一
応
の
完
成
を
み
る
翌
三
年
三
月
ま
で
の
道
友
寄
進
人
足

数
を
ま
と
め
て
み
た
の
が
表
6
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
一
年
間
の
実
働
一
八
〇
日
で
延
べ
四
四
三
二
人
に
の
ぼ
る
。
一
日
平
均
二
四
・

六
人
が
奉
仕
し
た
こ
と
に
な
る
。
多
い
と
き
で
九
〇
人
台
、
常
時
数
十
人
の
道
友
が

改
心
楼
建
設
の

土
木
工
事
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
長
部
村
名
主
伊
兵
衛
の
持
地
で
続
け
ら
れ
た
建
設
工
事
に
工
程
に
よ
っ
て
多
少
の

差
が
あ
る
が
、
周
辺
二
十
数
力
村
か
ら
早
朝
数
十
人
が
駆
け
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

表6　改心楼建設道友寄進人足の明細

年月（日数） 人足（人） 人足数／日

嘉永2年4月（3） 18 6．0

嘉永2年閏4月（5） 126 25．2

嘉永2年5月（12） 381 31．8

嘉永2年6月（0） 不明　記録なし 一

嘉永2年7月（0） 不明　記録なし 一

嘉永2年8月（0） 不明　記録なし 一

嘉永2年9月（2） 77 38．5

嘉永2年10月（30） 991 33．0

嘉永2年11月（29） 1083 37．3

嘉永2年12月（27） 389 14．4

嘉永3年正月（26） 454 17．5

嘉永3年2月（29） 604 20．8

嘉永3年3月（17） 309 18．2

計180日 4432 平均24．6
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表7　江戸訴訟提出改心楼建設費用（嘉永3年6月17日改）

品　目 金　額

材木代（赤松・栂） 10両3分2朱　銀3匁

杉板 1両1分

戸障子不残 13両2分　　　銀7匁

改心楼井二雪隠仕揚共大工手間 26両

米26俵大工扶持分 13両

家根屋普請 2両

米2俵家根屋扶持 1両

左官手間 2両　　　　　　　　　　　銭85文

畳50畳半 6両1分　　　　　　　　　　銭400文

畳表 2両2分2朱　　　　　　　　銭518文

畳差手間 1両3分2朱　　　　　　　　銭160文

竹代 3両

釘井二金物代 11両2分2朱　　　　　　　銭263文

瓦代 4両1分　　　銀7匁

計 99両1分　　　銀17匁　銭1貫426文

普請金立替

名　前 村　名 金額（両）

伊兵衛 十日市場 30

又左衛門 諸徳寺 20

良左衛門 長部 20

伝蔵 米込 10

平太郎 岡飯田 10

庄左衛門 野田 5

茂兵衛 小見川 5

啓一郎 鏑木 5

金次郎 足川 10

計 115

関係資料35より作成。

性
理
学
教
団
外
の
人
々
か
ら
み
れ
ば
余
程
、
異
様
に
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
。
こ
の
村
境
、
し
か
も
領
主
支
配
の
壁
を
越
え
て
延
べ
と
は
い
え
四
四
三
二
人
も

の

労
働
力
を
結
集
さ
せ
た
教
祖
と
も
い
う
べ
き
幽
学
と
い
う
人
物
に
関
心
が
集
中
し

て

い

っ

た
の
も
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

　
改
心
楼

は
道
友
の
奉
仕
の
労
働
だ
け
で
竣
工
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
勿
論
資
材
費

と
い
い
、
大
工
そ
の
他
職
人
の
手
間
代
や
楼
内
の
家
具
調
度
等
お
金
で
賄
っ
た
も
の

も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
体
全
体
、
改
心
楼
建
設
に
ど
の
く
ら
い
の
費
用
を
要
し
た
の
か
。
従
来
の
大
原

幽
学
研
究
は
「
牛
渡
村
一
件
」
の
江
戸
訴
訟
の
際
に
作
成
、
勘
定
奉
行
に
提
出
さ
れ

た
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六
月
十
七
日
改
の
「
為
後
世
江
置
」
、
後
世
の
た
め
に

記

し
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
改
心
楼
普
請
入
用
拍
」
を
の
み
信
頼
し
て
き
た
。
内
訳

を
表
7
に
ま
と
め
た
よ
う
に
総
額
九
九
両
一
分
、
銀
一
七
匁
、
銭
一
貫
四
二
⊥
ハ
文
の

建
設
費
と
、
こ
れ
を
嘉
永
五
年
正
月
九
名
の
有
力
道
友
が
金
一
一
五
両
を
出
資
し
て

立
て

替
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
数
字
を
鵜
呑
み
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
関
連
資
料
を
追
求
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
実
際
は
こ
れ
に
四
倍
す
る
数

字
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
九
カ
月
後
の
嘉
永
四
年
三
月
の
「
改
心
楼
勝

手
賄
控
」
に
よ
れ
ば
表
8
の
よ
う
な
内
訳
と
な
り
、
総
額
は
金
四
四
八
両
一
朱
、
銭

一
一
貫
二
七
二
文
、
約
四
五
〇
両
に
達
し
て
い
る
。
九
カ
月
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の

の

四
・
五
培
の
違
い
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
。

　
前
者
は
江
戸
訴
訟
の
主
要
の
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
改
心
楼
の
建
築
を
質
素
に

72



［大原幽学と改心楼の造営］……高橋敏

見
せ

よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
お
り
、
数
字
を
不
当
に
低
く
改
窺
し
た
の
で
あ
る
。

訴
訟
に
備
え
て
公
式
文
書
に
し
て
作
成
さ
れ
た
た
め
、
あ
ま
り
に
整
然
と
し
た
淡
泊

な
つ
く
り
で
あ
る
。

　
後
者

は
丹
精
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
教
団
内
部
の
道
友
の
公
正
さ
の
中
で
記
帳
さ
れ

た
も
の
で
、
前
者
に
比
べ
て
雑
然
と
は
し
て
い
る
が
そ
れ
だ
け
に
真
実
を
伝
え
て
お

り
、
信
患
性
は
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
表
8
が
実
態
に
近
い
と
す
れ
ば
、
改
心
楼
は
道
友
の
四
四
三
二
人
の
無
料
奉
仕
に

加
え
て
金
四
五
〇
両
も
の
大
金
が
投
資
さ
れ
た
、
そ
れ
な
り
に
華
や
か
な
大
普
請
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
材
木
代
九
三
両
余
（
前
者
で
は
一
一
両
弱
）
綿
八
〇
両
余
（
前
者
に
は
記
載
な
し
）

家
財
道
具
六
二
両
余
（
前
者
に
は
記
載
な
し
）
が
一
見
し
て
目
に
付
く
顕
著
な
差
異

で

あ
る
。
い
ず
れ
も
、
幽
学
摘
発
の
端
緒
と
な
っ
た
「
大
造
に
花
麗
な
ふ
し
ん
」
「
多

分
」
の
「
入
用
」
「
先
生
（
幽
学
）
」
の
「
立
派
な
ふ
と
ん
」
、
「
大
き
な
か
な
た
ら
い
」

の
風
聞
の
根
拠
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
関
東
取
締
出
役
の
集
め
た
情
報
は
ま
ん
ざ

ら
嘘
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。

　
質
素
倹
約
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
改
心
楼
で
は
あ
る
が
、
江
戸
後
期
に

表8　改心楼建設費用（嘉永4年3月）

品　目 金　額

大工方 74両1分2朱　銭1貫626文
綿 80両3分2朱　　　銭234文

石 19両1分2朱　　　銭633文

琉球表 2両2分2朱　　　銭518文

石屋手間 2両2分1朱
左官手間 2両1分　　　　　銭485文

屋根屋 4両2分　　　銭2貫576文

畳屋 7両3分　　　　　銭92文

材木 93両3分　　　　　銭538文

竈家掛 20両　　2朱　　　銭432文

屋根茅 3両1分

家財道具 62両2分2朱
遣道具 22両3分2朱　　　銭126文
釘 10両　　　　　　　銭472文

鍛冶屋細工 8両2分2朱　　　銭531文
赤銅 7両2分2朱　　　銭400文

諸雑用 21両1分2朱　　　銭85文
改心楼食料 3両2分　　　銭2貫524文

計 448両　　1朱銭11貫272文

関係資料38より作成。

盛
り
上
が
る
民
衆
の
消
費
の
趨
勢
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

村
落
の
改
革
、
家
の
復
興
、
日
々
の
悔
い
改
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
そ
れ
と
し
て
改
心

楼
の

建
設

費
は
下
総
地
域
の
村
落
社
会
に
あ
っ
て
誰
も
が
注
目
し
た
華
麗
な
パ

フ

ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
為
政
者
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

支
配
領
主
と
の
関
係
ー
領
主
は
改
心
楼
建
設
を
許
可
し
た
の
か

　

改
心
楼
の
よ
う
な
こ
ん
な
大
が
か
り
な
普
請
を
支
配
領
主
は
黙
っ
て
見
過
ご
し
た

の

か
、
正
式
に
許
可
し
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

　
ま
ず
長
部
村
名
主
伊
兵
衛
の
持
地
と
は
い
え
、
八
石
と
い
う
山
林
を
切
り
開
き
、

大
規
模
な
土
普
請
、
地
行
普
請
を
行
い
、
そ
こ
に
間
口
七
間
、
奥
行
き
五
間
の
会
合

所
改
心
楼
を
建
築
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
開
発
、
次
に
建
築
の
許
可
申
請
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
工
事
は
拡
大
し
、
新
た
に
田
面
の
開
発
の
修
正
に
ま
で

及
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
幕
藩
制
支
配
の
根
幹
に
年
貢
地
（
検
地
帳
に
登
載
さ

れ

た
縄
請
地
）
の
勝
手
な
地
目
そ
の
他
変
更
に
当
た
る
。

　

そ
れ
に
も
増
し
て
問
題
と
な
る
の
は
前
に
も
触
れ
た
改
心
楼
の
建
設
が
二
十
数
力

村

に
所
属
す
る
百
姓
身
分
の
道
友
を
動
員
し
た
大
工
事
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
長
部

村
の

名
主
伊
兵
衛
家
の
普
請
で
は
到
底
な
く
、
長
部
村
一
村
の
主
催
す
る
も
の
で
も

な
い
。
村
々
の
境
界
を
越
え
た
の
み
な
ら
ず
、
支
配
領
主
の
領
界
を
無
視
し
て
実
行

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
質
上
、
性
理
学
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
長
部
村
名
主
見
習
良
左
衛

門
、
諸
徳
寺
村
の
又
左
衛
門
等
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
浪
人
大
原
幽
学
を
自
家
の
屋
敷
に
止
め
先
祖
組
合
の
結
成
、
住
宅
ま
で
提
供
し
、

自
村
の
み
な
ら
ず
周
辺
他
村
へ
の
布
教
活
動
の
一
大
拠
点
と
な
ろ
う
と
し
た
長
部
村

は
、
支
配
領
主
御
三
卿
清
水
家
と
良
好
な
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。

　
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
に
は
、
二
家
族
が
議
定
誓
約
の
う
え
先
祖
組

合
の

承
認
を
清
水
家
御
領
知
方
御
役
所
に
願
い
出
、
「
聞
届
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た

が
、
八
月
十
七
日
「
前
書
見
置
候
也
」
の
裏
判
を
頂
戴
し
た
。
こ
れ
以
降
、
長
部
村
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で

は
八
月
十
七
日
を
お
墨
付
記
念
日
と
し
て
毎
月
十
七
日
を
休
日
と
し
、
お
墨
付
を

拝
ん

で
い
る
。

　
先
祖
組
合
の
仕
法
の
実
績
が
着
実
に
あ
が
っ
た
八
年
後
の
弘
化
五
年
（
一
八
四

八
）
二
月
、
領
主
清
水
家
の
領
知
方
役
所
か
ら
名
主
伊
兵
衛
が
銀
三
枚
（
一
枚
四
三

匁
で
一
二
九
匁
）
、
組
頭
源
兵
衛
と
惣
右
衛
門
が
各
一
枚
（
四
三
匁
）
、
百
姓
代
太
兵

衛
が
金
一
〇
〇
疋
（
一
分
）
、
小
前
一
同
が
五
〇
〇
疋
（
一
両
一
分
）
褒
美
と
し
て

下
賜

さ
れ
た
。
領
主
の
異
例
の
褒
賞
は
長
部
村
の
模
範
的
村
立
て
直
し
の
実
績
と
村

政
の

安
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
長
部
村
は
「
村
方
之
儀
山
寄
鹿
田
二
而

其
上
追
々
困
窮
二
陥
リ
、
退
転
之
も
の
多
往
々
可
及
亡
村
与
村
柄
」
山
寄
り
の
地
で

荒

田
ば
か
り
で
、
そ
の
上
困
窮
に
陥
り
、
村
を
出
る
者
が
多
く
て
村
が
亡
び
る
よ
う

な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
名
主
・
組
頭
・
百
姓
代
の
村
役
が
小
前
一
同
を
教
え
諭

し
、
潰
れ
百
姓
を
取
り
立
て
る
な
ど
村
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
。
奇
特
の
至
り
で

あ
る
、
よ
っ
て
御
褒
美
を
下
さ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
領
主
清
水
家
か
ら
見
た
長
部

村
の
立
て

直
し
は
驚
嘆
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
村
柄
立
て

直
し
方
議
定
相
定
メ
、
一
同
昼
夜
不
厭
農
業
之
外
鹸
稼
を
も
出
情
い

　
　

た
し
、
飴
稼
金
銭
積
立
、
質
入
田
畑
皆
請
戻
、
猶
鹸
金
を
以
潰
百
姓
数
軒
取
立
、

　
　
右
こ
も
一
粒
一
銭
之
拝
借
井
御
手
当
も
不
相
願
、
且
又
御
年
貢
筋
等
御
触
日
限

　
　

参
も
早
く
上
納
、
飢
鐘
之
節
夫
食
拝
借
等
も
苦
労
二
致
し
、
違
作
之
年
柄
も
返

　
　
納
い
た
し
、
公
事
出
入
無
之
、
小
前
一
同
質
朴
二
而
万
端
和
熟
之
村
方
二
有
之

　
村
を
立
て
直
す
た
め
に
一
同
で
議
定
（
方
針
）
を
定
め
、
そ
の
通
り
に
実
行
、
昼

で

あ
ろ
う
が
夜
で
あ
ろ
う
が
本
業
の
農
業
は
も
と
よ
り
余
業
に
精
出
し
、
稼
い
だ
金

を
積
み
立
て
て
は
入
質
し
て
い
た
田
畑
を
請
け
戻
し
、
な
お
余
っ
た
金
を
投
下
し
て

潰
百
姓
を
数
軒
取
り
立
て
て
い
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
一
粒
一
銭
た
り
と
も
拝
借
し

た
い
、
御
手
当
を
頂
戴
し
た
い
な
ど
と
出
願
し
て
来
な
い
。
か
つ
ま
た
年
貢
は
日
限

よ
り
早
く
上
納
、
飢
鐘
の
と
き
で
さ
え
夫
食
拝
借
を
気
に
懸
け
、
違
作
の
年
柄
で
も

き
ち
ん
と
返
納
を
欠
か
さ
な
い
。
公
事
出
入
の
ト
ラ
ブ
ル
は
一
切
な
く
、
小
前
一
同

は

質
朴
で
人
柄
が
円
満
、
皆
仲
が
良
い
村
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
下
総
地
域
の
村
々
と
い
え
ば
、
後
年
喧
伝
さ
れ
た
「
天
保
水
瀞
伝
」

を
地
で
行
く
よ
う
な
荒
廃
と
頽
廃
の
極
に
あ
っ
た
。
無
宿
・
博
徒
が
横
行
し
、
村
々

で

は
出
稼
ぎ
で
人
口
は
減
少
、
年
貢
収
納
、
金
銭
の
貸
借
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
ラ
ブ
ル

が
絶

え
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
長
部
村
は
領
主
に
と
っ
て
奇
蹟
に
映
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
清
水
家
領
知
方
役
所
は
大
原
幽
学
の
存
在
を
ど
れ
だ
け
認
識
し
て
い

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
天
保
十
一
年
の
先
祖
組
合
の
結
成
か
ら
の
村
立
て
直
し
の

実
績
を
高
く
評
価
し
て
村
役
人
小
前
一
同
を
褒
賞
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
月
二

十
四
日
、
村
を
立
て
直
し
た
長
部
村
を
範
と
す
る
よ
う
に
領
分
村
々
に
対
し
一
札
ま

で
取
っ
て
衆
知
徹
底
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
領
主
地
方
役
所
か
ら
絶
賛
さ
れ
た
長
部
村
の
伊
兵
衛
・
良
左
衛
門
ら
道
友
に
と
っ

て

は
、
浪
人
幽
学
の
長
部
村
入
村
・
定
住
に
よ
る
村
方
改
革
が
評
価
さ
れ
、
幽
学
の

性
理
学
教
団
の
活
動
が
暗
黙
の
了
解
を
得
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
褒
賞
直
後

で

あ
ろ
う
弘
化
五
年
二
月
十
六
日
名
主
伊
兵
衛
と
見
習
良
左
衛
門
の
父
子
は
天
保
十

一
年
の
議
定
書
出
願
以
来
の
村
方
立
て
直
し
の
経
過
を
報
告
し
、
領
主
か
ら
頂
戴
し

た
「
御
聞
済
」
の
「
御
判
」
を
毎
月
十
一
日
の
記
念
日
に
伊
兵
衛
宅
に
道
友
家
族
の

こ
ら
ず
集
ま
っ
て
謹
て
拝
礼
し
て
お
り
、
こ
の
間
九
力
年
参
詣
を
欠
礼
し
た
者
は
一

人

も
い
な
い
と
感
謝
感
激
を
申
し
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
領
主
と
長
部
村
に
取
り

交
わ
さ
れ
た
文
書
に
は
大
原
幽
学
な
る
者
は
一
切
登
場
し
て
い
な
い
。
幽
学
は
村
の

人

別
に
は
載
ら
な
い
浪
人
の
異
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
両
者
の
関

係
が
牛
渡
村
一
件
で
一
気
に
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
訴
訟
で
問
題
に
な
る
改
心
楼
建
設
の
許
可
申
請
は
領
主
清
水
家

に
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
下
、
改
心
楼
の
願
書
は
二
通
確
認
で
き
る
。

ひ

と
つ
は
全
書
に
所
収
さ
れ
た
「
改
心
楼
願
下
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
嘉
永
二

酉
年
六
月
」
の
年
月
日
が
記
さ
れ
、
名
主
伊
兵
衛
と
代
兼
同
見
習
良
左
衛
門
か
ら
清

水
御
領
御
役
所
宛
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
願
書
は
提
出
せ
ざ
り
も
の
な
り
」

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
通
は
高
松
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
中
の
「
下
総
国
長
部
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村
教
導
所
取
建
願
書
草
稿
」
で
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
こ
れ
に
は
年
月
日
の
記
載
は
な

い
。
二
通
と
も
文
中
に
「
浪
人
大
原
幽
学
与
申
者
御
小
人
目
付
高
松
彦
七
郎
様
弟
」

と
幽
学
が
御
家
人
高
松
彦
七
郎
の
弟
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
幽
学
が
公
式
に
姿
を

現
す
の
は
嘉
永
五
年
四
月
十
八
日
の
改
心
楼
乱
入
事
件
の
「
牛
渡
村
一
件
」
以
降
で

あ
り
、
ま
し
て
高
松
彦
七
郎
が
そ
の
後
捏
造
し
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
二
通

は
江
戸
訴
訟
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
偽
文
書
と
考
え
る
他
は
な
い
。
改
心
楼
建
設
の
始

ま
っ
た
ば
か
り
の
「
嘉
永
二
年
六
月
」
と
は
事
実
関
係
で
合
致
し
な
い
。
要
は
改
心

楼
建
設
の
許
可
申
請
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
改
心
楼
乱
入
事
件
か
ら
江
戸

訴
訟
に
発
展
し
、
急
遽
許
可
申
請
の
願
書
を
つ
く
っ
て
み
た
も
の
の
実
際
な
い
も
の

は
な
い
の
で
あ
る
。
下
書
に
と
ど
め
て
諦
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
江
戸
訴
訟
の

過
程
で

も
長
部
村
の
関
係
者
は
訊
問
に
対
し
て
＝
切
無
之
」
と
返
答
し
て
い
る
。

表9　道友寄進人足の村々の支配

村　名 村高（石） 支　配

1 長部 248 幕領・三卿清水氏・旗本の3給

2 諸徳寺 355 旗本3氏の3給
3 米込 963 幕領・安中藩・旗本の3給

4 岡飯田 497 旗本2氏の2給
5 野田 555 小見川藩

6 布野 110 小見川藩

7 小川 447 旗本2氏の2給
8 十日市場 430 旗本・与力給知の2給

9 府馬 1830 旗本3氏・寺領の4給

10 鏑木 1094 三卿清水氏・旗本3氏・寺領の5給

11 稲荷入（和田村
のうち）

121 旗本2氏の2給

12 琴田 1839 安中藩

13 小貝野 193 多古藩

14 平山 356 小見川藩

15 桜井 368 旗本筒井氏

16 溝原 396 飯野藩・旗本2氏の3給

17 米之井 483 旗本4氏の4給
18 上総屋形 449 生実藩領

19 阿玉台 558 旗本川口氏

20 高部 428 旗本2氏2給
21 青馬 348 旗本3氏の3給
22 足川 477 与力給知

23 新町 266 幕領

24 田部 1314 幕領・小見川藩・旗本3氏の5給

　
改
心
楼
が
長
部
村
地
内
に
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
支
配
領
主
の
清
水
家
だ
け

で

収
拾
可
能
だ
と
す
る
の
は
安
易
な
速
断
で
あ
っ
た
。
改
心
楼
の
大
普
請
に
参
与
し

た
道
友
は
二
十
数
力
村
に
も
及
び
、
一
力
年
余
に
わ
た
っ
て
の
べ
四
五
〇
〇
人
を
は

る
か
に
上
回
る
村
々
が
下
総
地
域
を
移
動
し
た
の
で
あ
る
。

　
土
普
請
に
加
わ
っ
た
道
友
の
村
々
の
領
主
支
配
を
み
て
み
よ
う
。
表
9
に
明
ら
か

な
よ
う
に
支
配
領
主
た
る
や
一
給
は
稀
で
、
区
々
錯
綜
し
て
五
給
な
ど
も
珍
し
く
な

い

の

で

あ
る
。
東
総
地
域
は
城
持
ち
大
名
は
皆
無
、
小
見
川
藩
、
多
古
藩
と
て
一
万

石
の

弱
小
大
名
で
あ
る
。
安
中
藩
な
ど
そ
れ
な
り
の
譜
代
藩
も
み
え
る
が
本
藩
と
は

遠

く
飛
地
の
陣
屋
支
配
で
あ
る
。
散
見
す
る
幕
領
と
て
代
官
陣
屋
も
な
く
江
戸
駐
在

の

関
東
代
官
の
事
務
的
支
配
を
受
け
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
入
り
組
み
錯
綜
し
た

最
も
治
安
・
警
察
力
の
弱
体
な
関
東
農
村
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
逆
に
直
接
支
配
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行

き
届
か
な
い
地
域
だ
か
ら
こ
そ
浪
人
大
原
幽
学
は
漂
泊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
、
無
届
け
で
長
部
村
に
入
り
、
定
住
し
、
周
辺
村
々
を
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
括

し
な
が
ら
性
理
学
教
団
を
形
成
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
個
別
領
主
を
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
視

し
た
幽
学
の
布
教
活
動
は
い
ず
れ
は
幕
藩
制
支
配
の
枠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
契
機
は
教
団
の
膨
張
が
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
の
頂
点
に
達
し
た
と
き
の
油
断
、
奢
り
か
ら
来
る
異
様
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
学
の
思
い
の
込
め
ら
れ
た
性
理
学
教
団
の
シ
ン
ボ
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
建
立
さ
れ
た
改
心
楼
が
、
こ
こ
ま
で
は
陰
の
フ
ィ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ー
と
し
て
運
動
を
牛
耳
っ
て
き
た
幽
学
を
摘
発
さ
せ
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
場
に
引
っ
張
り
出
す
発
端
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
り
組
み
錯
綜
す
る
弱
体
化
し
た
支
配
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　

関
東
取
締
出
役
は
監
視
の
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。
長
部
村
に

　
　
　
　
　
　
　
　

起

こ
っ
た
異
様
な
現
象
は
、
ど
こ
か
ら
か
彼
ら
の
耳
に
入
っ

　
　
　
　
　
　
　
　

た
の
で
あ
ろ
う
。
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表10　江戸買物（嘉永2年10月16日出立）

品　物 金　額 店

瓦内金 4両

釘金物品々銅手洗と油皿尺三鍋 2両1分　　　　　278文

信濃屋貫杉皮 3両2分　　　　　344文

銅屋宇兵衛銅板同鋲 1両1分　　　　　437文

日野屋瓶二大土瓶 4両　　2朱 霊岩嶋南新堀一丁目　日野屋喜兵衛

炭平　大釜 5両1分

黒江屋汁碗 5両 日本橋通一丁目　黒江屋太兵衛

黒江屋椀ぜん其外 2両2分　　　　　108文 日本橋通一丁目　黒江屋太兵衛

指物屋 1両3分

加田や釜 3分2朱　　　512文

萬屋戸障子 5両2分　　　　　340文

引手三ッ 453文

出府入用諸掛 2両1分　　　2貫241文

宿見舞 2分　　　　　300文

小買物品 3両2分　　　　　638文

銅身坪　身切 1分2朱　　　540文

栂柱6本 2分　　　　　300文

鉄炮釜 1両　　　　　　　324文

丸彦釘隠 2分　　　　　540文

檜板8枚 3分　　　　　432文

日野屋皿まし 2朱

釜蓋 1分

計 45両3分　　銭7貫787文

（嘉永2年閏4月18日付）

関係資料一24

材木代 10両3分2朱　銀3匁 江戸深川　才賀屋治郎兵衛

建具代内渡 7両 小伝馬町　萬屋庄右衛門

建具代内渡 7両2分　　　銀12匁 小伝馬町　萬屋庄右衛門

江戸行入用 1両2分

小　計 26両3分2朱　銀15匁

国立歴史民俗博物館研究報告

　第115集2004年2月

　
長
部
村
の
み
な
ら
ず
諸
徳
寺
村
、
ま
し
て
遠
方
の
北
は
岡
飯
田
村
、
南
は
十
日
市

場
村
の

者
ま
で
出
入
り
を
す
る
。
馬
で
荷
を
運
ぶ
者
、
一
人
で
は
目
に
付
か
な
い
が

数
人
連
れ
立
っ

て

長

部
村
に
道
友
た
ち
が
往
返
す
る
の
は
や
は
り
奇
異
で
あ
る
。
そ

の

う
ち
八
石
の
山
は
一
変
し
て
改
心
楼
の
骨
格
が
姿
を
現
す
。
大
層
な
造
り
だ
、
推

え
だ
。
そ
し
て
家
財
調
度
は
こ
の
近
辺
に
な
い
江
戸
か
ら
買
い
求
め
て
来
た
ぜ
い
た

く
品
ら
し
い
。
そ
う
い
う
噂
が
ま
た
噂
を
呼
び
八
州
廻
り
の
手
先
に
入
り
、
江
戸
に

ま
で
聞
こ
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
取
締
出
役
の
手
の
込
ん
だ
摘
発
に
つ
い
て
は

既

に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
事
件
の
直
接
の
契
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
、
江
戸
と

の

関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
る
。
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高橋敏［大原幽学と改心楼の造営］

　

改
心
楼
と
巨
大
消
費
都
市
江
戸
の
影

　

名
主
を
は
じ
め
村
全
体
が
御
法
度
を
守
り
、
質
素
倹
約
に
勤
め
る
と
い
う
通
俗
道

徳

そ
の
も
の
の
幽
学
の
性
理
学
を
体
現
し
た
改
心
楼
は
、
道
友
の
労
働
奉
仕
と
持
て

る
者
の
精
一
杯
の
献
金
で
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
は
微
塵
の
奢
修
の
気
は
な
い
と
思
い

が
ち
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
改
心
楼
の
内
部
に
わ
た
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
十
九
世
紀
江

戸
の

消
費
の
影
響
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
原
幽
学

の
意
向
を
お
い
て
な
い
。

　
未
だ

目
論
見
段
階
の
嘉
永
二
年
四
月
二
十
四
日
、
大
先
生
こ
と
幽
学
は
「
材
木
買

揃
」
に
立
ち
会
い
、
閏
四
月
十
八
日
に
は
江
戸
に
出
て
材
木
、
建
具
等
の
発
注
に
あ

た
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
出
費
は
金
二
六
両
三
分
二
朱
銀
一
五
匁
で
あ
る
。
関
連

資
料
か
ら
江
戸
で
の
買
い
物
関
係
を
拾
っ
て
み
た
の
が
表
1
0
で
あ
る
。

　
棟
上
に
近
い
十
月
十
六
日
に
は
長
部
村
を
出
立
、
江
戸
に
向
か
い
、
金
四
六
両
余

の

買
い
物
を
し
て
い
る
。
漂
泊
の
人
幽
学
は
江
戸
を
旅
の
中
継
点
と
し
た
た
め
、
江

戸
の

消
費
に
通
じ
た
生
活
体
験
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
材
木
は
深
川
の
木
場
才
賀
屋

治
郎
兵
衛
、
建
具
は
小
伝
馬
町
万
屋
庄
右
衛
門
に
発
注
し
て
い
る
。
東
総
の
村
々
か

ら
の
江
戸
買
い
物
と
し
て
は
手
慣
れ
た
や
り
方
で
あ
る
。

　
陶
磁
器
類
は
霊
厳
嶋
の
日
野
屋
喜
兵
衛
、
椀
膳
類
は
日
本
橋
通
一
丁
目
の
黒
江
屋

太
兵
衛

と
い
っ
た
江
戸
で
も
名
の
通
っ
た
店
へ
注
文
、
購
入
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
黒
椀
一
〇
〇
人
前
、
本
山
本
皿
一
〇
〇
人
前
、
茶
漬
茶
碗
一
五
〇
人
前
、

竹
箸
三
〇
〇
膳
、
割
は
し
四
〇
〇
人
前
と
い
っ
た
数
字
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
改
心
楼

が
一
〇
〇
人
規
模
の
会
合
所
、
集
会
場
、
い
わ
ん
や
徒
党
の
場
と
な
り
か
ね
な
い
の

で
あ
る
。

　
灯
り
は
燭
台
、
行
燈
、
小
田
原
提
灯
、
夜
間
の
集
会
が
多
か
っ
た
せ
い
か
蝋
燭
油

の

消
費
も
は
ん
ぱ
で
な
い
。
火
鉢
、
火
箸
の
冬
季
暖
房
よ
り
は
蚊
帳
木
綿
五
〇
反
を

購
入

し
て
の
夏
季
の
藪
蚊
対
策
の
方
が
大
が
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
大
量
の
蒲
団
づ

く
り
で
あ
る
。
綿
の
買
い
入
れ
に
金
八
〇
両
余
を
投
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
職

人
の
技
術
で
あ
る
赤
銅
製
の
大
小
金
た
ら
い
。
ど
れ
も
東
総
の
村
落
社
会
で
は
ま
だ

一
般

に
普
及
し
な
い
奢
修
品
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
他
者
の
目
が
向
け
ら
れ
、
八
州
廻

り
に
増
幅
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
五
月
常
州
土
浦
の
内
田
佐
左
衛
門
は
関
東
取
締
出
役
吉

岡
静
助
か
ら
改
心
楼
を
探
索
す
る
よ
う
内
命
を
受
け
た
。
佐
左
衛
門
は
土
浦
藩
（
土

屋
氏
九
万
五
千

石
）
の
城
下
で
歴
代
問
屋
役
を
勤
め
る
家
柄
に
生
ま
れ
な
が
ら
町
政

を
め
ぐ
っ
て
藩
と
衝
突
、
隠
居
身
分
と
な
っ
た
が
、
力
量
を
買
わ
れ
て
関
東
取
締
出

役
の
道
案
内
と
な
っ
た
異
色
の
人
物
で
あ
る
。
嘉
永
二
年
の
将
軍
小
金
原
御
鹿
狩
と

揆
を
一
に
し
て
東
総
地
域
を
騒
然
と
さ
せ
た
博
徒
勢
力
富
五
郎
一
家
の
暴
動
の
鎮
圧

に
大
い
に
活
躍
、
幕
府
か
ら
褒
賞
さ
れ
る
と
い
う
実
績
を
持
つ
。
隣
国
の
道
案
内
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
ま
た
佐
左
衛
門
に
暮
ら
し
方
は
も
ち
ろ
ん
家
財
家
具
等
分
不

相
応
な
奢
修
を
行
い
、
す
べ
て
が
百
姓
た
ち
の
身
の
た
め
に
成
ら
な
い
と
い
う
幽
学

の

悪
い
噂
が
聞
こ
え
て
来
る
の
で
内
々
探
索
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
華
や
か
な
改
心
楼
の
建
設
が
美
麗
な
住
居
や
奢
修
な
驕
り
に
映
り
、
風
聞
と
な
っ

て

遂

に
張
本
人
大
原
幽
学
ま
で
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
見
質
素

を
唱
導
し
な
が
ら
内
実
の
と
こ
ろ
で
は
ぜ
い
た
く
を
し
て
い
る
と
い
う
幽
学
の
あ
ら

ぬ
噂
が
改
心
楼
乱
入
事
件
に
発
展
し
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
長
期
の
江
戸
訴
訟
、
そ
し

て

幽
学
の
自
決
と
な
っ
て
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

　
乱
入
事
件
か
ら
ニ
カ
月
の
嘉
永
五
年
六
月
十
五
日
、
関
東
取
締
出
役
の
中
山
誠
一

郎
、
吉
岡
静
助
ら
四
名
は
、
銚
子
本
城
に
て
の
取
り
調
べ
を
前
に
、
佐
原
に
立
ち
寄

り
、
宿
に
わ
ざ
わ
ざ
か
つ
て
の
幽
学
門
人
鏑
木
村
の
平
山
信
一
郎
を
招
請
し
、
事
前

に
幽
学
身
辺
の
事
情
聴
取
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
質
問
の
多
く
が
改
心

楼

に
か
か
わ
る
風
聞
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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長
部
に
て
大
造
に
花
麗
な
ふ
し
ん
い
た
し
た
そ
う
だ

　
　
普
請
に
は
何
程
懸
た
て
あ
ら
ふ

　
　
性
学
の
者
ハ
家
を
立
て
か
へ
る
と
い
ふ
事
だ
が
左
様
か

　
　
性
学
の

者
ハ
土
手
を
つ
く
さ
ふ
だ
が
何
の
故
だ
ら
ふ

　
　
先
生
の
処
は
石
垣
が
つ
い
て
あ
る
さ
ふ
だ

　
　
石
ハ
処
に
あ
る
ま
ひ
銚
子
で
で
も
買
た
で
有
ら
ふ

　
　
先
生

ハ
立
派

な
ふ
と
ん
を
平
生
敷
て
居
る
と
い
ふ
事
だ

　
　
大

き
な
か
な
た
ら
い
が
有
て
足
を
洗
ふ
に
も
用
ゆ
る
と
い
ふ
事
だ

　

こ
れ
ま
で
の
幽
学
研
究
は
幽
学
を
質
素
倹
約
の
村
落
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
美

化

し
、
こ
れ
ら
取
締
出
役
の
質
疑
を
権
力
の
手
先
の
悪
巧
み
の
デ
ッ
チ
上
げ
だ
っ
た

と
し
て
す
べ
て
抹
殺
し
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
今
ま
で
詳
し
く
見
て
き
た
よ
う
に
す
べ
て
が
虚
妄
と
は
い
え
な
い
。

山
を
削
り
、
地
を
穿
ち
、
土
手
を
築
き
、
石
垣
で
土
砂
を
固
め
る
土
普
請
、
一
九
両

も
の
銚
子
石
の
購
入
、
八
〇
両
も
か
け
た
綿
の
買
い
入
れ
と
道
友
女
性
た
ち
の
蒲
団

縫
、
江
戸
で
買
っ
た
金
た
ら
い
な
ど
決
し
て
根
も
葉
も
な
い
ウ
ソ
で
は
な
い
の
で
あ

る
。　

改
心
楼
の
建
設
に
踏
み
切
り
、
江
戸
の
消
費
文
化
を
導
入
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に

甘
い
決
断
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
何
故

に
幽
学
や
高
弟
の
良
左
衛
門
た
ち
は
改
心
楼
の
建
設
に
至
っ
た
の
か
。
増
加

す
る
道
友
の
説
法
の
場
が
手
狭
に
な
っ
た
と
か
、
取
替
子
判
や
種
々
の
教
団
儀
礼
の

講
堂
が
欲
し
い
と
か
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
浪
人
漂
泊
の
無
宿
幽
学
が
選

択
す
る
に
し
て
は
あ
ま
り
に
危
険
な
賭
け
で
あ
っ
た
。
支
配
領
主
清
水
家
の
覚
え
は

目
出
度
か
っ
た
に
せ
よ
、
周
辺
二
十
数
力
村
の
道
友
を
巻
き
込
ん
だ
改
心
楼
建
設
の

イ
ベ
ン
ト
は
関
東
取
締
出
役
を
刺
激
し
、
遂
に
は
出
動
、
事
件
と
し
て
吟
味
の
対
象

と
さ
れ
、
隠
れ
て
い
た
大
原
幽
学
ま
で
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
身
の
危
険
ま
で
冒
し
て
改
心
楼
に
賭
け
た
幽
学
の
性
理
学
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

思
想

と
い
う
よ
り
は
幽
学
の
生
き
様
の
問
題
で
あ
り
、
謎
に
包
ま
れ
た
出
自
に
迫
る

本
質
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
浪
人
幽
学
が
正
規
の
禄
を
食
む
武
士
以
上
に
武
士
と
し
て
の
理
想
に
生
き

た
。
換
言
す
る
な
ら
、
武
士
と
し
て
百
姓
の
上
に
立
っ
て
教
化
す
る
存
在
と
し
て
あ

り
続
け
よ
う
と
し
た
浪
人
の
プ
ラ
イ
ド
に
そ
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
改
心
楼
は
旧
山
城
を
地
行
し
て
幽
学
の
館
と
し
て
築
造
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
か
。

　
道
友
門
人
す
べ
て
に
誰
、
名
乗
り
を
与
え
た
り
、
脇
差
を
も
た
せ
た
り
、
自
ら
は

父
か

ら
離
別
の
際
送
ら
れ
た
二
本
差
と
三
両
の
死
金
を
一
生
自
身
か
ら
離
す
こ
と
が

な
か
っ
た
。

　
道
友
と
と
も
に
と
念
じ
な
が
ら
、
武
士
を
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
幽
学
の
本
質
的
選

択
が
改
心
楼
の

建
築
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
二
・
一
一
・
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（二
〇

〇

三
年
五
月
二
十
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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OHARA　Yuga㎞and　dle　Cons仕uc60n　of面shinro

TAKAHAsHI　Satoshi

品⑰inro，　the　symbol　of　the　Sei－g沽（u　association，　was　the　crystanization　of　the　activ辻ies　of　OHARA　Yugaku　in

the　Toso　region．　Kaishinro　is　also　well　known　as　the　place　that　was　entered　by五）rce　by　agents　and　enfOrcers

working　fOr　the　Kanto　autho亘ties　at　the　beginning　of　the　crackdown　on　Yロgaku．　And　it　was　the　construction　of

the　huge　building　that　was　Kaishinro　that　aroused　the　suspicions　of　the　Kanto　authgrities　concerning　YUgaku

in　the　nrst　place．

　　　During　the　course　of　his　Edo　prosecu60n，　YUgaku　and　his　associates　justified　Kaishinro　as　a　simple　build－

ing　born丘om　the　dedication　of　fOllowers　based　on　the　tenet　of　frugali蚊Many　primary　resources　remain　today

that　were　produced　in　the　course　of　the　construction　of　Kaishinro．

　　　Documents　dating　from　the　drawings　dated　April　15，1849　through　to　the　local　construction　records　of　sup

porters　up　until　the　opening　of　the　center　on　January　19　the　fOllowing　year　establish　the　employment　of　build－

ers，　roofers，故劾〃2ゴmakers，　stonemasons　and　plasterers　fbr　the　construction　of　the　building　through　to　the

purchase　of　household　items　such　as　furniture，　dishes，　bedding　and　mosquito　nets．　At　the　same　time，　they　also

provide　details　on　the　labor　provided　by　the　supporters　who　were　mobilized　fOr　the　building’s　construction．　It　is

precisely　the　actions　of　these　supporters　that　serve　as　a　barometer　fOr　measuring　the　conlpetence　of　OHARA

YUgaku’s　Sei－gaku　association．

　　　Evidence　was　given　during　the　Edo　prosecution　that　YUgaku　submitted　documents　to　the　law　court　claiming

that　the　cost　of　the　construction　of　Kaishinro　was　upward　of　99タッo　of　gold　and　that　this　money　was　put　up　by

nine　leading　supporters．　However，　a　close　inspection　of　books　relating　to　the　construction　put　the　cost　upward

of　449ηo　of　gold，　or　as　much　as　4．5　times　the　amount　that　had　been　declared．　YUgaku　went　to　Edo　to　buy　im－

portant　matedals，　and　bought　pieces　of　fUrniture　that　may　well　be　considered　luxury　items　from　welLknown

merchants．　These　purchases　alone　cost　more　than　72乃o　of　gold．

　　　As　many　as　4，432　supporters　were　mobilized　over　a　18αday　period　fOr　the　construction　of　Kaishinro，　com－

ing　from　a　total　of　24　villages．　One　cannot　possibly　play　do㎜the　impact　that　the　construction　of　YUgaku’s

Kaishinro　had　on　this　region．　One　could　say　that㎞Ught　t）f臨size，　constru（泊on　c《）sS，　and　the　number　and　orL

gin　of　the　supporters　who　were　mobilized，　in　one　sense　it　was　only　natural　that　the　suspicions　of　the　Kanto

authorities　were　aroused．　Kaishinro　was　destroyed　and　turned　to　ruins　upon　YUgaku’s　defeat　in　the　Edo　prose－

cution．　Two　paintings　are　all　that　remind　us　of　its　fOrmer　grandeur．
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A　改心楼之図
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