
■資料館の作業日は毎週木曜日の午前中です。
　また、別途、日曜日は展示室を開館しています。（神社世話人会の委員の方がお世話）
■資料館の座敷ではお茶会が「菟原茶華道会」主宰で開催されます。
　平成29年は、奇数月の第2日曜日に予定されています。（7/9、9/10、11/12）

住𠮷歴史資料館ご案内

　開館の目的は、「住𠮷に住む人々が郷土を理解し、それ
を子供達に伝え、子供達も郷土に誇りを持ち、ずっと住み
続けたいと思うような町にしたい。住𠮷歴史資料館は文
化・歴史的の面からそれをお手伝いする。」ことです。
　　そのため、以下を行います。
1．本住𠮷神社横田宮司家に伝わる古文書の整理。
　   関係文書、記念物、言い伝えの収集。
2．展示物のメンテ。
　  展示室、座敷を使用しての各種展示の企画。
3．やさしい、楽しいイベントを企画して
　   みんなの地域への理解を深める。
4．「住𠮷歴史資料館だより」を通しての広報。
　   成果の発表。

お願い
広くみなさまからの情報、お家に眠る古い資料のご提供をお願い致します。処分・廃棄の前にご一報下さい。
　１． 各町協議会の古い記録類、書類。  旧青年団、警防団の旗、写真  など。
２． 各お家に伝わる古い書類、絵図、古文書、写真  など。
３． 各お家に残っている、 農耕具、 或 いは、馬や牛が牽引する荷車（いわゆる“馬力”）の道具類などの労働具。
４． 古い写真（近所、町内、住𠮷村、武庫郡、神戸 など)、小学校の卒業アルバム、卒業証書。
５． 災害時の記録や写真。（阪神大水害、阪神大震災、昭和42年水害  など）
６． 戦時中ののぼり、腕章、たすき、或いはバッジ、記念品など。
７． だんじり、住𠮷祭の写真。（渡御、宮入、宮出し  など）
　　また、長年住𠮷に住んでおられる方々に気軽にむかし話をしていただいております。“ああ、あの人なら、住𠮷
のことよお知ってはる”、という方をご紹介下さい。
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さい　はっ　けん う　  はら　すみ　よし むかし　　　み　 らい

再発見！ 菟原住　、 昔を未来へ

　住友理事で住友銀行初代支配人であった田邊貞吉さんのお屋敷です。住吉村字反高林にあり、
現在の住吉本町三丁目、住吉学園の建物のすぐ南側のマンション「レジデンスコート住吉本町」が
ある場所になります。明治41年（1908年）、住友本店臨時建築部の野口孫市さん設計の建築です。
田邊貞吉さんは、住友家によく尽くし、また地域のためにも尽くしました。甲南学園の創設に尽力し、
幼稚園、小学校のともに初代の理事長となります。
　この邸宅は、大正7年（1918年）、住友分家の住友忠輝さんに譲られ、田辺さんは、少し南の住吉
村字古寺に新邸を建築し移られました。住友家のためになるならば、と即決されたということです。シー
アの線路北の駐車場のもうすこし上、住吉本町一丁目になります。尚、忠輝邸も、今の神戸市立住
吉中学校本館の場所に移転し、その後には大正14年（1925年）5月、住友財閥の本家第十五代
住友吉左衛門さんが大阪天王寺の茶臼山本邸を大阪市に寄附した後、移ってこられました。移転に
際し、この写真の建物は、敷地西へ移動させ、附属洋館として、お正月の年賀などの際、多くの来客
の接待に使われたりしました。
第十五代が住吉に来られるときに詠まれた短歌があります。
野も山も　いときよらけき住吉に　すみここちよく千世を経ぬべし
（大意 ： 野原も山もなんともさわやかで清らかな住吉であることか。ここで、住み心地よく何年も何年も
過ごすことになるのだなあ。）
　この地は、昭和12年（1937年）に第十六代吉左衛門さんが京都へ移られるまで十二年の間、住
友本家の「住吉本邸」が置かれていました。住友本家が大阪茶臼山からここ住吉に移転されたこと
が住宅地としての住吉村の評価を決定的なものにして、住吉村ではその後も大邸宅の建築が続きます。
上の写真は、神戸芸工大坂本勝比古教授の論文「旧田辺貞吉邸の建築を巡って」（1997年1月）より転載させて頂きました。

再発見！ 兎原住　、 昔を未来へ
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住吉のまちかど

と  ぎょ

とう ろう　　　　　　　　 ご

資料館だより
第14号目次

住吉のまちかど
反高林の田邊貞吉邸
明治41年（1908年）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ページ

平成28年度住吉学校合同
お茶会
住吉歴史資料館事業推進委員
前田康三・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ

灘の銘酒が「○○正宗」って？
その由来は？
住吉歴史資料館事業推進委員
松尾敏弘・・・・・・・・・・・・・3～4ページ

畿内の国訴について
住吉歴史資料館専門委員
東京未来大学モチベーション行動科学部専任講師
山﨑善弘・・・・・・・・・・・5～１1ページ

～ 反高林の田邊貞吉邸 明治41年（1908年）～

●住吉歴史資料館の刊行物●
１．本住吉神社詳誌　平成22年5月刊

２．兎原だんじり本　平成13年刊
　   〈在庫なし〉

３．住吉歴史年表　平成19年刊

４．資料館だより創刊号～第14号
　 （創刊号、 第3、 第11～第13号 〈在庫なし〉）

５．資料館だより臨時増刊
　  住吉谷の水車展
　 （平成22年秋イベントの冊子資料）

６．阪神淡路大震災資料集 Ⅰ    住吉の記憶
       平成27年3月刊  〈在庫なし〉

　  阪神淡路大震災資料集 Ⅱ    住吉の記憶
       平成29年3月刊

編集後記
　14号は例年より約1ヶ月遅れでの発行となりました。表紙の田邊邸は、私たちにとっても馴染みが薄く、
「住友さんのお屋敷」だったところですし、新しい人には、「住吉学園の南、レジデンスコート住吉本町」
のところ、と言うほうががもっとわかり易いです。急速に、なにもかもがわからなくなって来ています。
　わからないといえば、今回特集している、江戸時代の1800年ごろからこっち、住吉村を含む、摂津の国
などのお百姓の生活もわかりませんでした。これにつき、山﨑先生の「畿内の国訴について」では、幕府と
お百姓衆が共存するため、このあたりのお百姓衆は、綿花や菜種など利潤のあがる産物を「株仲間」が法外
に独占することを排除する手法を編み出していたことを明らかにして頂きました。違法な百姓一揆に訴えず、
住吉村を含む摂津の国などの約千ヶ村が団結し、幕府をじんわりと脅す、つまり、百姓を困窮させると年貢
納入に支障が出ますよ、とさりげなく、しかも合法的に訴える高等戦術でお百姓が生活を守っていたのです。
現代にも通じる「かしこい」人たちでした。
　お酒の「正宗」についても『住吉村誌』の記述などから、なぜ、このような名前になったのかをご紹介し
ています。お茶会のレポートは恒例となり、元気な子供たちの写真が中心です。　　　　　　  　（M.U.記）

あざ　たん　たかばやし
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たん　たかばやし



願
し
て
、な
ん
と
か
そ
の
杜
氏
を
雇
い
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、益
々
高
名
と
な
っ

た
。」（
灘
酒
史
よ
り
）

＊
用
　
水

　

さ
ら
に
、「
太
郎
左
衛
門
は
、西
宮
で
醸
ず

る
酒
は
、魚
崎
で
醸
ず
る
酒
よ
り
も
常
に
い

い
も
の
が
出
来
る
こ
と
に
不
審
を
募
ら
せ
て

い
た
。あ
る
時
に
は
杜
氏
を
替
え
た
り
、あ
る

時
に
は
西
宮
で
使
っ
て
い
る
米
・
麹
に
替
え
た

り
し
て
、醸
法
を
同
じ
に
し
た
が
、そ
の
原
因

を
突
き
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

上
に
、『
出
来
る
だ
け
精
白
に
搗
き
上
げ
て
造

り
見
よ
。』と
命
じ
た
。

　

そ
こ
で
酒
造
の
者
た
ち
は
、三
日
三
晩
の

間
水
車
に
か
け
て
、糠
が
全
く
無
く
な
る
ま

で
搗
き
に
搗
い
て
醸
す
る
と
、そ
の
酒
は
色

薄
く
粘
り
気
無
く
、匂
い
も
味
も
以
前
の
も

の
と
大
き
く
異
な
っ
た
。さ
ら
に
、長
く
従
来

の
酒
質
に
馴
れ
た
口
に
は
、な
ん
と
な
く
物
足

り
な
い
心
地
さ
え
し
た
。そ
の
上
に
、外
見
す

ら
も
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
の
で
、大
変
自
分

の
好
奇
心
を
悔
や
み
、多
く
の
米
を
損
さ
せ

た
と
、一
時
は
失
望
に
陥
り
、其
の
後
、何
日
も

そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
。し
か
し
と
も
か
く
、

一
度
江
戸
へ
送
り
付
け
、需
要
の
品
定
め
を
し

て
も
ら
お
う
と
思
い
直
し
、そ
れ
を
船
便
に

託
し
て
、新
川
の
市
場
に
送
り
届
け
た
。

　

そ
の
後
、江
戸
か
ら
届
い
た
清
算
書
を
見

る
と
、「
こ
の
酒
の
価
値
最
高
」と
記
さ
れ
て

お
り
、太
郎
左
衛
門
大
い
に
喜
び
勇
み
、そ
の

翌
年
よ
り
精
白
を
極
め
て
醸
造
。江
戸
市
中

の
評
判
大
変
高
く
、山
邑
酒
造
の
こ
の
酒
こ

そ
、『
酒
の
中
の
酒
な
れ
』と
も
て
は
や
さ
れ

た
。」

　

山
邑
太
郎
左
衛
門
は
、更
に
麹
を
も
精
米

に
よ
っ
て
作
れ
な
い
も
の
か
と
思
い
を
寄
せ

た
が
、当
時
は
皆
、半
白
米
を
使
用
し
て
、ま

だ
そ
の
術
を
知
る
者
は
い
な
か
っ
た
。と
こ
ろ

が
、た
ま
た
ま
西
宮
に
精
米
を
以
て
麹
を
造

る
杜
氏
が
居
る
ら
し
い
と
聞
き
、一
生
懸
命
嘆

め
ら
れ
て
よ
り
は
後
の
事
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、天
保
年
間（
１
８
３
０
〜
１
８
４

４
）に
至
っ
て
、灘
酒
に
改
良
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、伊
丹
・
池
田
の「
男
山
」・「
剣

菱
」を
圧
倒
し
て
、遂
に
、灘
酒
正
宗
の
名
は
、

一
躍
天
下
に
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
正
宗
」

は
酒
の
代
名
詞
の
観
を
呈
す
る
ま
で
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

伊
丹
・
池
田
が
先
が
け
た
天
保
以
前
の
酒

は
、色
が
少
し
赤
く
、あ
た
か
も
水
飴
の
よ
う

な
色
相
で
、且
つ
、幾
分
の
粘
り
気
を
お
び
て

い
た
。そ
れ
に
比
べ
、灘
酒
は
澄
み
き
っ
た
水

の
よ
う
で
あ
っ
た
と
か
。

灘
酒「
正
宗
」の
名
が
一
躍
天
下
に
謳
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、魚
崎
町
の「
桜
正
宗
」醸

造
元
の
祖
先
で
あ
る
山
邑
　
太
郎
左
衛
門
の

苦
労
の
お
陰
で
あ
っ
た
。

　

山
邑
氏
が
清
酒
の
醸
造
に
つ
い
て
、原
料
米

と
用
水
と
に
如
何
に
注
意
を
払
っ
た
か
、そ
の

苦
心
の
一
端
が「
灘
酒
史
」に
あ
る
。

＊
原
料
米

　
「
酒
蔵
が
あ
る
年
に
、そ
の
原
料
米
を
例
年

よ
り
も
多
く
仕
入
れ
を
し
た
が
、酒
造
の
者

た
ち
か
ら
、そ
の
余
っ
た
米
を
い
か
に
処
分
し

た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
ら
れ
、太
郎
左
衛
門
は
、

『
最
早
余
り
た
る
米
な
れ
ば
、我
が
思
う
ま
ま

に
醸
造
の
試
験
に
用
ゆ
べ
し
』と
応
え
、そ
の

　

酒
造
業
が
、住
吉
村
で
は
い
つ
頃
か
ら
始

め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

残
念
な
が
ら
、そ
の
資
料
に
は
乏
し
く
、沿

革
・
起
源
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。し

か
し
、寛
政
年
間（
江
戸
後
期
・
１
７
８
９
〜

１
８
０
１
）発
行
の「
摂
津
名
所
図
会
」に
は
、

住
吉
の
海
岸
馬
場
先
通
り（
呉
田
浜
）東
西
に

は「
酒
造
り
多
し
」の
文
言
が
見
ら
れ
る
。ま

た
、そ
の
文
中
に「『
名
産
灘
酒
匠
』 

御
田 

・
大

石
・
脇
濱
・
神
戸
等
に
て
酒
造
し
、多
く
諸
国
へ

運
送
す
。之
を
灘
目
酒
と
い
ふ
」と
あ
る
。

　

※

攝
津
名
所
図
会
＝（
摂
津
の
名
所
・
旧
跡
・
神
社
・
仏

　

閣
そ
の
他
の
由
来
や
物
産
等
を
記
し
、風
景
画
を
か
き

　

そ
え
た
通
俗
地
誌
）

　

又
、吉
田
家
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
元
禄
十

三
年（
１
７
０
０
）に
は
酒
造
米
減
少
」の
文

言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、少
な
く
と
も
そ
れ
以

前
よ
り
住
吉
で
醸
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確

か
の
よ
う
で
あ
る
。そ
し
て
、寛
保
三
年（
江

戸
中
期
・
１
７
４
３
）に
は
、嘉
納
の
白
鶴
醸

造
元
が
呉
田
に
酒
造
の
藏
を
建
造
し
て
、酒

造
を
開
始
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、そ
の
頃
は
、江
戸
へ
の
積
み
込
み

が
非
常
に
盛
ん
で
、廻
漕
業
で
も
名
を
あ
げ

た
吉
田
家
で
も
そ
の
販
路
を
広
め
、江
戸
で

の
灘
酒
の
評
価
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。い
ず
れ
に
し
て
も
、文
禄（
１
５
９
２

〜
１
５
９
６
）・
慶
長（
１
５
９
６
〜
１
６
１

５
）の
頃
に
伊
丹
・
池
田
に
於
い
て
酒
造
が
始

灘
の
銘
酒
が「
○
○
正
宗
」っ
て
？ 

そ
の
由
来
は
？
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写真1「摂津名所図会」海岸に「酒造多し」と記載されています。赤い丸の中。

　

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
日
(日)
に
住
吉
小

学
校
・
渦
が
森
小
学
校
・
住
吉
中
学
校
の
合
同

お
茶
会
が
開
催
さ
れ
合
計
九
十
八
名
の
児

童
・
生
徒
・
先
生
方
・
ご
父
兄
の
参
加
を
頂
き

ま
し
た
。ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。本
住
吉
神
社
世
話
人
会
の
ご
支
援
の

下
、お
茶
の
指
導
に
は
例
年
、「
兎
原
茶
華
道

会
」の
皆
さ
ま
に
準
備
と
進
行
を
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。こ
の
場
を
か
り
ま
し
て
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
茶
会
で
は
、日
本
の
伝
統
的
な
文
化
で

あ
る『
茶
道
』の
世
界
に
触
れ
、茶
室
の
風
景

や
作
法
及
び
心
の
持
ち
方
な
ど
を
学
ん
で
貰

い
ま
し
た
。

　

お
茶
会
の
あ
と
は
、資
料
館
二
階
で
神
戸

開
港
１
５
０
年
・
住

吉
駅
開
設
１
４
2

年
に
因
み「
住
吉
の

交
通
発
達
展
」で
江

戸
時
代
の
西
国
街

道
、鉄
道
、住
吉
駅

の
便
利
さ
、ま
た
、

呉
田
港
か
ら
船
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど

を
写
真
パ
ネ
ル
と

樽
廻
船
模
型「
摂
津

丸
」を
展
示
し
て
み

て
も
ら
い
ま
し
た
。

住
吉
各
学
校
合
同
お
茶
会
と
住
吉
の
交
通
の
発
達
展

住
吉
歴
史
資
料
館
事
業
推
進
委
員

前
田 

康
三

住
吉
歴
史
資
料
館
事
業
推
進
委
員

松
尾 

敏
弘

展示の説明をききます

校長先生以下お茶を待ちます

お饅頭を前に床の間の説明をききます

●
渦
が
森
小
学
校
の
児
童
さ
ん
た
ち

●
住
吉
小
学
校
の
児
童
さ
ん
た
ち

●
住
吉
中
学
校
の
生
徒
さ
ん
た
ち

お席入りが終わりました

集合しました

展示会説明を聞く住中生

いつもお世話頂く莵原茶道会のみなさま

め
い
さ
ん
な
だ
の
さ
か
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ
か
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商
品
移
出
量
を
見
て
も
、木
綿
と
油
が

ず
ば
抜
け
て
多
く
、そ
の
少
な
か
ら
ざ

る
部
分
が
江
戸
の
消
費
を
支
え
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、

幕
府
は
特
に
木
綿
と
油
の
江
戸
へ
の
移

入
量
を
確
保
す
べ
く
、大
坂
の
綿
問
屋

や
油
問
屋
な
ど
を
株
仲
間
と
し
て
編

成
し
、そ
れ
ら
を
介
し
て
全
国
的
に
木

綿
や
油
の
流
通
統
制
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。そ
の
結
果
、木
綿
や

油
の
原
料
で
あ
る
綿
や
綿
実
・
菜
種
の

一
大
生
産
地
で
あ
っ
た
摂
津
国
・
河
内

国
・
和
泉
国
・
播
磨
国
・
大
和
国
の
百
姓

た
ち
が
、大
坂
の
株
仲
間
な
ど
に
よ
っ

て
原
料
を
安
く
買
い
叩
か
れ
る
こ
と

な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
、幕
府
の
国
家

的
な
流
通
統
制
策
に
対
し
て
国
訴
の

形
で
異
議
申
し
立
て
を
す
る
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
、国
訴
は
公
儀
と
し
て
の
幕
府

に
対
す
る
民
衆
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
点
で
、こ
れ
ま
で
に
な
い
内
容
と

規
模
を
誇
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、畿
内
に
お
け
る
二
つ
の
主
要

な
国
訴
を
例
に
と
り
、こ
の
日
本
史
上

画
期
的
な
民
衆
運
動
の
特
徴
に
迫
る

こ
と
に
し
よ
う
。

カ
村
以
上
の
村
々
が
連
合
し
、奉
行
所
へ
訴

願
に
及
ん
だ
も
の
が
国
訴
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　

近
年
に
な
っ
て
播
磨
国
・
大
和
国
で
の
国

訴
が
確
認
さ
れ
、国
訴
研
究
は
深
め
ら
れ
つ

つ
あ
る
が
、そ
れ
以
前
は
、国
訴
が
摂
津
国
・

河
内
国
・
和
泉
国
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、特
殊
な
民
衆
運
動
と

い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思

う
。し
か
し
、国
訴
は
中
央
市
場
た
る
大
坂

を
拠
点
と
し
て
展
開
し
た
、幕
府
に
よ
る
国

家
的
な
流
通
統
制
策
に
異
議
申
し
立
て
を

行
う
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
し
て
い
た
の

で
あ
り
、そ
の
点
を
考
慮
し
て
、よ
り
広
い

視
野
か
ら
国
訴
を
見
た
時
、そ
の
位
置
づ
け

と
意
義
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

具
体
的
な
国
訴
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
項

以
降
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、当
時
の
江
戸
は

「
将
軍
の
お
膝
元
」た
る
徳
川
幕
府
の
中
枢

都
市
で
、一
〇
〇
万
人
を
超
え
る
人
口
を
抱

え
た
世
界
一
の
大
都
市
で
あ
っ
た
。反
面
、江

戸
は
自
給
率
が
低
く
、木
綿
や
油
と
い
っ
た

生
活
必
需
品
の
大
消
費
都
市
で
、そ
の
か
な

り
の
部
分
を「
天
下
の
台
所
」大
坂
か
ら
の

移
入
に
頼
っ
て
い
た
。具
体
的
な
消
費
量
は

わ
か
っ
て
い
な
い
が
、表
１
に
示
し
た
よ
う

に
、一
八
世
紀
前
期
に
お
け
る
大
坂
の
主
要

徳
川
幕
府
に
対
す
る
国
訴

　

国
訴
と
は
、主
に
畿
内
で
発
生
し
た
百
姓

に
よ
る
大
規
模
な
訴
願
運
動
で
あ
る
。違
法

な
百
姓
一
揆
と
は
違
い
、合
法
的
な
訴
訟
手

続
き
を
踏
ん
だ
上
で
の
、終
始
一
貫
し
た
訴

願
運
動
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
学
界
で
も
共
通
認
識
に

な
っ
て
い
る
が
、何
を
も
っ
て
国
訴
と
規
定

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、研
究
者
に

よ
っ
て
考
え
方
に
違
い
が
あ
る
。本
稿
で
は
、

公
儀（
国
家
公
権
）と
し
て
の
幕
府
の
出
先

機
関
で
あ
る
奉
行
所
が
管
轄
す
る
支
配
国

を
範
囲
に
、所
領
関
係
・
郡
域
、場
合
に
よ
っ

て
は
国
域
を
越
え
て
展
開
し
た
訴
願
運
動

を
国
訴
と
規
定
し
て
お
き
た
い
。

　

現
在
、国
訴
は
摂
津
国
・
河
内
国
・
和
泉

国
・
播
磨
国
・
大
和
国
で
そ
の
発
生
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。そ
の
う
ち
摂
津
国
・
河
内
国
・

和
泉
国
・
播
磨
国
に
つ
い
て
は
、大
坂
町
奉
行

所
が
個
々
の
領
域
を
越
え
て
広
域
的
に
支

配
す
る
権
限
を
持
っ
て
お
り
、国
家
的
支
配

の
枠
組
み
と
し
て
、こ
れ
ら
四
カ
国
は
大
坂

町
奉
行
所
の
支
配
国
と
称
さ
れ
て
い
た
。ま

た
、大
和
国
に
つ
い
て
は
、奈
良
奉
行
所
が
大

坂
町
奉
行
所
と
同
様
の
権
限
を
有
し
て
お

り
、同
国
は
奈
良
奉
行
所
の
支
配
国
で
あ
っ

た
。こ
の
支
配
国
を
範
囲
に
、時
に
一
〇
〇
〇

［注］竹内誠監修・市川寛明編『一目でわかる江戸時代』所収の図を基に作成。

畿
内
の
国
訴
に
つ
い
て

住

吉

歴

史

資

料

館

専

門

委

員

東
京
未
来
大
学
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
行
動
科
学
部
専
任
講
師

嘲
笑
し
、ひ
ど
い
者
は
狂
人
扱

い
を
し
た
。し
か
し
、こ
れ
よ
り
、

山
邑
氏
の
醸
造
声
価
は
益
々
大

き
く
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、各
郷
の
酒
家
た
ち

大
変
驚
き
、競
っ
て
こ
れ
を
取

り
入
れ
た
。

　

そ
う
し
て
、太
郎
左
衛
門
は
、

陸
上
輸
送
の
煩
わ
し
さ
を
憂
い
、

船
に
よ
る
海
上
輸
送
に
替
え
て
、

無
駄
な
費
用
を
省
い
た
。そ
の

後
、皆
こ
れ
に
倣
い
、灘
五
郷
だ

け
で
な
く
、遠
く
の
酒
家
た
ち

も
こ
れ
を
使
っ
て
、遂
に『
一
井

の
価　

一
千
余
圓
に
値
す
る
に

及
べ
リ
』と
。」（
灘
酒
史
よ
り
）

　

か
く
の
如
く
、灘
の
酒
は
山

邑
氏
の
苦
心
の
結
果
、そ
の
品

質
は
改
善
さ
れ
、天
下
に
覇
を

唱
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
特
徴
と
し
て
、次
の
三
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
酒
は
淡
白
で
、口
に
含
ん
で
も
直
ち
に
舌

　
を
刺
さ
ず
、飲
み
込
ん
で
も
、暫
く
は
口
の

　
中
に
刺
激
を
あ
た
え
る
。

②
　
香
り
が
よ
い
。

③
　
比
較
的
多
く
を
飲
ん
で
も
、脳
に
刺
激
を

　
与
え
る
こ
と
が
少
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、山
邑
醸
酒
の
名
が
一
層

に
高
ま
り
、灘
一
帯
の
酒
造
家
た
ち
は
こ
れ
に

倣
っ
た
。そ
し
て
、互
い
に
芳
醇（
香
り
高
く
、

味
わ
い
深
い
）を
競
っ
て
、言
う
と
こ
ろ
の「
灘

の
生
一
本
」と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　「
正
宗
」の
名
は
、『
何
正
宗
』・『
何
々
正
宗
』

と
、酒
の
名
称
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
文
字
を
附
け

て
、ま
る
で「
正
宗
」が
酒
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て

い
る
が
、こ
の「
正
宗
」の
起
源
に
つ
い
て「
灘
酒

史
」で
は
、次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
正
宗
の
銘
は
、元
来
灘
酒
の
ひ
た
す
ら
ほ

し
い
ま
ま
に
し
た
商
標
で
あ
り
、灘
酒
と
し

て
の
正
宗
が
世
間
に
称
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、各
地
方
の
酒
造
家
た
ち
が
そ
の
銘
を

冠
す
る
に
よ
う
に
な
っ
た
。

　

正
宗
は
、灘
酒
の
総
称
と
い
う
も
不
可
無

き
程
な
れ
ど
、灘
に
て
こ
の
銘
を
用
う
る
に

至
り
し
に
は
、面
白
き
来
歴（
由
来
）あ
り
。こ

れ
を
冠
し
た
親
と
も
言
う
べ
き

人
は
、櫻
正
宗
の
本
舗
　
魚
崎

村
＝
山
邑
氏
の
祖
先
た
る
太
郎

左
衛
門
そ
の
人
な
り
。

　

こ
の
人
は
以
前
か
ら
、仏
法

に
帰
依
し
、山
城
の
国
の
深
草

に
あ
る
元
政
庵（
京
都
市
伏
見

区
深
草
に
あ
る
日
蓮
宗
の
寺
）

に
住
む
僧
と
親
し
い
間
柄
で

あ
っ
た
。

　

い
つ
ぞ
や
そ
の
僧
を
訪
ね
た

と
き
、何
気
な
く
、そ
の
脇
に

あ
る
経
文
を
開
い
て
見
る
と
、

そ
の
巻
頭
に

『
臨
済
正
宗
』の
語
が
あ
っ
て
、

太
郎
左
衛
門
は
、「
こ
れ
こ
そ

が
、日
頃
か
ら
酒
の
銘
に
つ
い

て
、適
当
な
も
の
が
な
い
か
探

し
尋
ね
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

『
正
宗
』と
は
好
む
と
こ
ろ
で

あ
り
、か
つ
、そ
の
音
が
、清
酒

に
も
通
じ
る
」と
意
を
強
く
し
た
。そ
し
て
、

「
こ
れ
ぞ
仏
が
我
に
与
え
て
く
れ
た
酒
銘
で
あ

る
」と
。

　

そ
の
後
す
ぐ
、酒
樽
に
附
し
た
り
。か
く
て

「
正
宗
」は
、山
邑
氏
の
醸
酒
の
名
と
な
り
ぬ
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
音
は「
セ
イ
シ
ュ
」に
し
て
、

「
マ
サ
ム
ネ
」に
あ
ら
ず
。そ
し
て
、そ
の
後
、こ

の
酒
が
、徐
々
に
江
戸
に
於
い
て
、そ
の
評
価

が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、人
は
こ
れ
を「
セ
イ

シ
ュ
」と
呼
ば
ず
に
、「
マ
サ
ム
ネ
」と
唱
え
、と

う
と
う「
マ
サ
ム
ネ
」が
一
般
の
呼
称
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。　（
灘
酒
史
よ
り
）

　

そ
こ
で
、試
し
に
、西
宮
で
使
っ
て
い
る

『
水
』を
魚
崎
に
運
び
入
れ
て
醸
造
す
る
と
、

何
と
念
願
の
あ
の
美
酒
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
数
年
を
要
し
た
が
、

遂
に
、西
宮
井
水（
井
戸
水
）で
の
醸
造
に
、特

殊
の
効
能
が
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
、天
保

十
一
年（
１
８
４
０
）に
意
を
決
し
て
、そ
の
水

を
樽
に
詰
め
て
、牛
車
四
十
八
輌
を
使
っ
て
魚

崎
に
運
び
、こ
れ
を
仕
込
み
に
充
て
た
。　　

　

す
る
と
、

　

太
郎
左
衛
門
の
取
っ
た
こ
の
行
動
を
見
て
、

写真3　酒蔵めぐり　昭和50年第1回日本酒の日（中山博司氏所蔵）

写真2　酒蔵めぐり　櫻正宗　昭和50年第1回日本酒の日（中山博司氏所蔵）

表1　大坂からの主要商品移出量

せ
い 

し
ゅ
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七
月
六
日
、惣
代
に
対
し
て
、以
後
は
百
姓

と
在
方（
農
村
）の
綿
商
人
は
、綿
を
他
国
の

客
へ
自
由
に
直
接
販
売
・
直
接
船
積
み
し
て

手
広
く
売
買
し
て
も
よ
い
と
の
判
決
を
下

し
た
。

　

こ
の
時
の
国
訴
は
百
姓
側
の
勝
利
に
終

わ
る
。こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、従
来
、国
訴
は

封
建
的
な
経
済
政
策
を
打
ち
破
っ
て
い
く
闘

争
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
反
封
建
的
な
農
民

闘
争
」（『
国
史
大
辞
典
』五
）、「
反
封
建
的
性

格
の
も
の
」（『
尼
崎
地
域
史
事
典
』）な
ど
と

言
い
表
さ
れ
て
き
た
。今
回
の
国
訴
で
い
え

ば
、三
所
綿
問
屋
を
株
仲
間
に
公
認
し
て
い

た
大
坂
町
奉
行
所
に
対
抗
的
な
性
格
を
持
つ

も
の
と
し
て
、国
訴
は
捉
え
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、こ
の
点
は
修

正
を
要
す
。

　

文
政
六
年
の
国
訴
で
は
、百
姓
側
は
三
所

綿
問
屋
の
非
道
を
訴
え
、そ
の
仕
法
の
改
正

を
要
求
し
て
い
る
が
、訴
状
の
末
尾
に
は
、

「
右
之
段
御
許
容
被
為　

成
下
候
ハ
ヽ
、損

失
無
之
、在
々
眼
前
潤
益
数
万
之
百
性
御
救

ト
広
太
之
御
慈
悲
難
有
可
奉
存
候
」と
記
さ

れ
て
い
る
。仕
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、数
万

の
百
姓
へ
の「
御
救
」、す
な
わ
ち
幕
府
の
仁

政
観
念
に
基
づ
く
救
済
と
し
て
聞
き
届
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。ま

た
、訴
状
に
は「
御
上
納
ニ
差
支
、一
同
難
渋

至
極
仕
、百
性
相
続
難
相
成
歎
ケ
敷
奉
存

候
」な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
百
姓
成
立
」

（
百
姓
経
営
が
維
持
す
る
こ
と
で
、「
百
姓
相

続
」「
相
続
」と
も
表
記
す
る
）の
た
め
に「
御

救
」を
求
め
る
と
い
う
思
想
的
モ
チ
ー
フ
で

訴
願
運
動
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

拡
大
す
る
に
至
る
。こ
う
し
た
状
況
下
で
、

摂
津
国
・
河
内
国
の
多
数
の
綿
作
百
姓
が
、

三
所
綿
問
屋
に
よ
る
綿
の
流
通
支
配
の
排

除
を
目
指
し
て
国
訴
を
起
こ
し
た
の
で
あ

る
。

　

五
月
二
五
日
に
、ま
ず
七
八
六
カ
村
の
惣

代（
代
表
）が
大
坂
町
奉
行
所
に
出
訴
し
た

が
、五
月
二
七
日
と
六
月
二
日
に
二
二
一
カ

村
が
追
訴
し
、合
計
一
〇
〇
七
カ
村
の

訴
願
運
動
と
な
っ
た
。七
八
六
カ
村
の

惣
代（
表
２
）か
ら
大
坂
町
奉
行
所
に

提
出
さ
れ
た
訴
状（『
兵
庫
県
史
』史
料

編　

近
世
三
）の
大
要
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　

⑴
摂
津
国
・
河
内
国
の
村
々
の
百
姓

は
広
範
に
綿
作
を
行
い
、両
国
の
商
人

は
も
ち
ろ
ん
、他
国
の
商
人
に
も
実
綿

（
種
の
入
っ
た
綿
花
）を
手
広
く
販
売

し
、そ
の
販
売
銀
で
年
貢
も
上
納
し
て

き
た
。

　

⑵
と
こ
ろ
が
近
年
、三
所
綿
問
屋
が

申
し
合
わ
せ
て
新
規
の
仕
法
を
立
て
、

実
綿
は
三
所
綿
問
屋
の
独
占
購
入
と

な
っ
た
。そ
の
結
果
、実
綿
の
値
段
も

三
所
綿
問
屋
に
よ
っ
て
踏
み
下
げ
ら

れ
、摂
津
国
・
河
内
国
の
百
姓
一
同
は

大
い
に
難
渋
し
て
い
る
。

　

⑶
こ
の
ま
ま
で
は
数
万（
実
際
に
は

数
十
万
）の
百
姓
が
年
貢
上
納
に
差
し

支
え
る
の
で
、他
国
へ
の
綿
の
直
接
販

売
や
直
接
船
積
み
と
も
百
姓
の
自
由

に
な
る
よ
う
旧
に
復
し
て
欲
し
い
。

　

訴
状
を
受
理
し
た
大
坂
町
奉
行
所

は
、三
所
綿
問
屋
を
召
喚
し
て
糺
し
、

村
を
超
え
る
村
々
が
訴
願
運
動
を
起
こ
し

た
の
は
、文
政
六
年
の
国
訴
が
初
め
て
で
あ

る
。

　

安
永
元
年（
一
七
七
二
）、三
所
綿
問
屋
は

大
坂
町
奉
行
所
に
よ
っ
て
株
仲
間
と
し
て
認

可
さ
れ
、大
坂
に
お
け
る
綿
の
流
通
の
独
占

権
を
得
た
。そ
の
後
、三
所
綿
問
屋
は
そ
の

独
占
権
を
摂
津
国
・
河
内
国
の
村
々
に
ま
で

文
政
六
年
の
国
訴

　

文
政
六
年（
一
八
二
三
）、大
坂
の
三
所
綿

問
屋
に
よ
る
綿
の
流
通
支
配
に
対
し
て
、摂

津
国
・
河
内
国
の
一
〇
〇
〇
カ
村
以
上
の

村
々
が
連
合
し
て
訴
願
運
動
を
起
こ
し
た
。

両
国
で
は
、文
政
期（
一
八
一
八
〜
一
八
三
〇
）

以
前
に
も
数
百
カ
村
が
連
合
し
て
訴
願
運

動
を
起
こ
し
た
例
が
あ
る
が
、一
〇
〇
〇
カ

用
し
て
種
物（
綿
実
と
菜
種
）を
独
占
的
に

購
入
し
、そ
の
値
段
を
踏
み
下
げ
て
い
る
た

め
、百
姓
た
ち
は
難
儀
し
て
い
る
。綿
実
と

菜
種
の
値
段
を
引
き
立
て
る
よ
う
な
仕
法

を
実
施
し
て
欲
し
い
。

　

⑵
在
方
の
絞
油
屋
が
絞
っ
た
油
は
大
坂
の

油
関
係
の
株
仲
間
に
売
り
渡
さ
れ
、百
姓
は

そ
れ
を
仲
買
か
ら
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、そ
の
間
に
二
重
・
三
重
の
口
銭（
仲

介
手
数
料
）や
駄
賃
が
か
か
り
、小
売
相
場

が
高
値
に
な
っ
て
難
儀
し
て
い
る
。仲
買
に

関
係
な
く
、在
方
の
絞
油
屋
が
絞
っ
た
油
を

時
々
の
相
場
で
直
接
購
入
で
き
る
よ
う
に

し
て
欲
し
い
。

　

こ
の
訴
状
で
は
、先
の
二
度
の
国
訴
の
訴

状
と
異
な
り
、菜
種
の
み
な
ら
ず
、綿
実
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
、両
種
物

の
う
ち
、ま
ず
綿
実
を
取
り
上
げ
、綿
作
百

姓
が
打
撃
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。こ
れ
は
、文
政

六
年
の
綿
の
国
訴
が
百
姓
側
の
勝
利
に
終

わ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
三
度
目
の
国
訴
に
至
っ
て
初
め
て
、

大
坂
町
奉
行
所
は
訴
状
を
受
理
し
た
。そ
の

要
因
は
、国
訴
が
摂
津
国
・
河
内
国
に
和
泉

国
を
加
え
て
戦
線
を
拡
大
し
、よ
り
大
き
な

世
論
を
形
成
し
た
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
訴

状
で
は
菜
種
の
み
な
ら
ず
、綿
実
も
取
り
上

げ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。そ
う
し
て
、訴
状
を
受

理
し
た
大
坂
町
奉
行
所
は
、四
月
二
七
日
に

大
坂
の
綿
実
絞
油
屋
仲
間
・
油
仲
買
仲
間
を

召
喚
し
、訴
状
に
対
す
る
返
答
を
命
じ
た
と

こ
ろ
、そ
れ
ら
か
ら
返
答
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　

五
月
七
日
に
綿
実
絞
油
屋
仲
間
か
ら
提

た
の
で
あ
る
。事
実
、国
訴
状
に
封
建
体
制

を
否
定
す
る
よ
う
な
文
言
が
出
て
く
る
事

例
を
、い
ま
だ
に
私
は
知
ら
な
い
。

文
政
七
年
の
国
訴

　

文
政
六
年
の
国
訴
は
綿
の
国
訴
と
い
い
得

る
も
の
で
あ
る
が
、同
年
に
菜
種
・
油
に
関

す
る
国
訴
も
並
行
し
て
準
備
さ
れ
た
。後
者

は
文
政
六
年
六
月
一
三
日
に
、摂
津
国
・
河
内

国
の
一
一
〇
二
カ
村（
一
一
〇
七
カ
村
と
記
さ

れ
た
史
料
も
あ
る
）が
連
合
し
て
起
こ
し
た

訴
願
運
動
で
あ
る
。そ
の
惣
代
は
大
坂
町
奉

行
所
に
対
し
て
、油
関
係
の
株
仲
間
に
よ
る

油
市
場
支
配
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
、農
村

に
お
け
る
油
小
売
相
場
の
高
値
反
対
と
、百

姓
か
ら
の
菜
種
売
り
払
い
相
場
の
下
値
反

対
を
訴
え
た
。

　

し
か
し
、六
月
一
三
日
の
国
訴
は
幕
府
の

定
法
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
で
却
下
さ
れ

た
。一
八
日
に
も
同
趣
旨
の
国
訴
が
起
こ
さ

れ
た
が
、再
び
却
下
さ
れ
て
し
ま
う
。そ
の

後
、九
月
に
は
和
泉
国
の
参
加
が
決
ま
り
、

翌
文
政
七
年
四
月
一
三
日
に
は
、和
泉
国
を

加
え
た
一
三
〇
七
カ
村（
一
四
六
〇
カ
村
と

記
さ
れ
た
史
料
も
あ
る
）の
惣
代
た
ち（
表

３
）が
大
坂
町
奉
行
所
に
出
訴
し
た
。訴
状

の
大
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

⑴
近
年
、綿
実
が
格
別
下
値
で
、実
綿
の

値
段
に
も
影
響
し
、百
姓
は
難
渋
し
て
い
る
。

ま
た
、菜
種
も
格
別
下
値
で
あ
る
。彼
ら
は

肥
料
代
、日
雇
い
賃
銀
、農
具
維
持
費
、そ
の

他
諸
入
用
を
菜
種
代
銀
で
賄
っ
て
き
た
。こ

の
ま
ま
で
は
彼
ら
は
こ
れ
ら
を
賄
え
な
い
。

近
年
、油
関
係
の
株
仲
間
が
そ
の
特
権
を
利

の
六
五
〇
カ
村
が
肥
料
の
値
下
げ
を
求
め

た
国
訴
状（『
羽
曳
野
市
史
』五
）の
末
尾
に

も
、「
右
御
聞
届
被
為　

成
下
候
ハ
ヽ
、困
窮

之
村
々
普
ク
百
性
御
救
与
相
成
候
段
、御
慈

悲
難
有
奉
存
候
」と
記
さ
れ
て
い
る
。そ
し

て
、「
御
救
」と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
と
も
、

次
項
で
見
る
文
政
七
年（
一
八
二
四
）の
国
訴

状（『
吹
田
市
史
』六
）の
末
尾
に
は
、「
い
づ
れ

　

御
上
様
之
御
恵
不
奉
請
候
而
者
、相
続
難

仕
百
性
共
ニ
御
座
候
得
者
、（
中
略
）何
卒
格

別
之
御
仕
恵
を
以
、右
弐

ケ
条
願
之
通
、御
聞
届
被

成
下
候
ハ
ヽ
、数
万
之
百

性
広
太
之
御
慈
悲
難
有

仕
合
奉
存
候
」と
記
さ
れ

て
い
る
。幕
府
に
救
済
を

求
め
る
形
で
訴
願
運
動

を
行
っ
て
い
る
点
で
は

共
通
し
て
い
る
。使
用
さ

れ
て
い
る
文
言
は
少
し

ず
つ
異
な
る
が
、百
姓
の

困
窮
、或
い
は
困
難
を
打

開
し
、「
百
姓
成
立
」を
実

現
す
る
た
め
に
幕
府
の

救
済
を
求
め
る
と
い
う

の
が
、国
訴
状
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
形
式
上
の

特
徴
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、国
訴
は
奉
行

所（
幕
府
）の
存
在
を
自

明
の
前
提
と
し
、奉
行
所

に
救
済
を
求
め
る
形
で

問
題
の
解
決
を
図
る
、救

済
型
の
訴
願
運
動
だ
っ

　

こ
の
点
は
文
政
六
年
の
国
訴
に
限
ら
な
い
。

数
例
を
次
に
挙
げ
よ
う
。安
永
六
年（
一
七
七

七
）に
摂
津
国
武
庫
郡
の
村
々
が
菜
種
の
自

由
売
買
を
求
め
た
国
訴
状（『
尼
崎
市
史
』

六
）に
は
、「
困
窮
之
百
姓
共
末
々
御
田
地
相

続
不
仕
歎
ケ
敷
奉
存
候
」な
ど
と
あ
り
、末

尾
に
は「
数
多
之
百
姓
御
救
と
被
為　

思
召

上
候
て
御
免
被
為　

成
下
候
ハ
ヽ
広
太
之

御
慈
悲
難
有
可
奉
存
候
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
政
六
年（
一
七
九
四
）に
摂
津
国
・
河
内
国

［注］藪田貫『国訴と百姓一揆の研究』（校倉書房、1992年）より。

表2　文政6年5月，786カ所村の惣代一覧図１　大坂の綿問屋

［注］大蔵永常『広益国産考』（国立公文書館所蔵）より。

（
仁
）

な
り
た
ち
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を
大
坂
に
派
遣
し
て
油
市
場
の
徹
底
し
た

調
査
を
行
い
、そ
れ
に
基
づ
い
て
、天
保
三
年

（
一
八
三
二
）に
明
和
の
仕
法
を
改
正
す
る
こ

と
に
な
る
。こ
れ
に
よ
り
、堺
な
ら
び
に
摂
津

国
・
河
内
国
・
和
泉
国
で
は
、従
来
認
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
在
方
の
絞
油
屋
に
よ
る
油
の

直
小
売
り
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
り
、文
政

七
年
の
国
訴
で
示
さ
れ
た
要
求
の
一
部
は
実

現
し
た
こ
と
に
な
る
。こ
の
仕
法
改
正
に
繋

が
っ
た
出
来
事
と
し
て
、現
在
に
至
る
ま
で

文
政
七
年
の
国
訴
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
国
訴
は
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、説
得

的
と
は
い
え
な
い
。こ
の
国
訴
が
退
け
ら
れ

た
あ
と
の
出
来
事
に
十
分
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
れ
が
領
域
単
位
で
の
訴
願
運
動

で
あ
る
。

国
訴
と
領
域
単
位
で
の
訴
願
運
動

　
従
来
、ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、幕

領
、御
三
　
一
橋
領
知
、丹
南
藩
領
、山
形
藩

飛
地（
城
付
き
の
領
地
に
対
し
て
遠
隔
地
に

分
散
し
て
い
る
領
地
）で
、未
解
決
の
油
の

流
通
統
制
に
関
す
る
問
題
を
、百
姓
が
根
強

く
領
主
に
訴
え
て
効
果
を
上
げ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、河
内
国
内
に
あ
る
大
津
代
官
所

管
下
の
幕
領
で
は
、文
政
一
〇
年
六
月
二
七

日
、河
内
国
丹
南
・
丹
北
両
郡
の
幕
領
村
々

の
惣
代
た
ち
が
大
津
代
官
所
に
対
し
、同
国

一
一
郡（
河
内
国
は
一
六
郡
か
ら
成
る
）の
在

方
の
絞
油
屋
が
申
し
合
わ
せ
て
菜
種
の
値

段
を
踏
み
下
げ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
上

で
、こ
の
場
合
は
、大
津
代
官
所
管
下
の
幕

領
内
に
お
け
る
在
方
の
絞
油
屋
の
取
り
締

絞
油
屋
か
ら
直
接
購
入
さ
せ
る
こ
と
は
幕

府
の
定
法
に
背
く
の
で
、願
い
下
げ
る
よ
う

に
惣
代
た
ち
へ
命
じ
た
。大
坂
町
奉
行
所
と

し
て
は
、大
坂
油
市
場
の
独
占
を
保
証
し
た

「
明
和
の
仕
法
」が
存
在
す
る
限
り
、百
姓
側

の
要
求
を
容
れ
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
改
め
て
引
用
し
て
お
く
と
、「
い
づ
れ
　

御
上
様
之
御
恵
不
奉
請
候
而
者
、相
続
難
仕

百
性
共
ニ
御
座
候
得
者
、（
中
略
）何
卒
格
別

之
御
仕
恵
を
以
、右
弐
ケ
条
願
之
通
、御
聞

届
被
成
下
候
ハ
ヽ
、数
万
之
百
性
広
太
之
御

慈
悲
難
有
仕
合
奉
存
候
」と
あ
り
、幕
府
に

救
済
を
求
め
る
形
で
訴
願
運
動
を
行
っ
て
い

る
。し
か
し
、文
政
六
年
の
綿
の
国
訴
の
場

合
と
違
い
、今
回
の
国
訴
に
対
し
て
下
さ
れ

た
判
決
は
、百
姓
の
要
望
に
添
わ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。明
和
の
仕
法
が
大
き
な
壁
と
し

て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。明
和

の
仕
法
と
は
、明
和
七
年（
一
七
七
〇
）の
油

の
流
通
統
制
に
関
す
る
幕
府
の
法
令
の
こ

と
で
あ
る
。こ
の
仕
法
は
、江
戸
へ
の
灯
油
供

給
量
を
確
保
す
る
た
め
、油
生
産
地
の
大
坂

を
保
護
し
、大
坂
周
辺
地
域
お
よ
び
西
国
各

地
か
ら
種
物
と
油
の
大
坂
入
荷
量
を
増
大

さ
せ
よ
う
と
し
た
流
通
統
制
策
で
、幕
府
に

よ
る
、ま
さ
に
国
家
的
政
策
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。大
坂
周
辺
地
域

の
一
〇
〇
〇
カ
村
以
上
の
村
々
が
訴
願
運
動

を
起
こ
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、容
易
に
変

更
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
し
か
し
、文
政
一
〇
年（
一
八
二
七
）、幕
府

は
勘
定
所
の
支
配
勘
定
楢
原
謙
十
郎
た
ち

返
答
書
に
は
、い
ま
見
た
二
つ
の
返
答
書
と

同
趣
旨
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、

菜
種
を
下
値
で
買
い
取
っ
て
い
な
い
と
い
う

反
論
で
あ
る
。一
二
月
二
一
日
、大
坂
町
奉
行

所
か
ら
、こ
れ
ら
株
仲
間
の
返
答
書
を
基
に

百
姓
側
へ
返
答
が
あ
っ
た
が
、翌
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）一
月
一
二
日
に
は
、一
三
〇
七
カ

村
の
惣
代

た
ち
か
ら

再
返
答
書

が
提
出
さ

れ
た
。
そ

こ
で
は
、

再
び
油
屋

の
種
物
買

い
入
れ
価

格
の
引
き

下
げ
と
、

油
屋
の
油

小
売
価
格

の
騰
貴
が

問
題
と
さ

れ
た
。

　
三
月
四

日
に
大
坂

町
奉
行
所

は
、
惣
代

た
ち
を
召

し
出
し
た

上
で
、
株

仲
間
を
糺

し
た
が
、

小
売
り
油

を
在
方
の

出
さ
れ
た
返
答
書
に
は
、綿
実
を
下
値
で
買

い
取
っ
て
お
ら
ず
、相
応
の
価
格
で
買
い
取
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。同
日

に
油
仲
買
仲
間
か
ら
は
、幕
府
の
定
法
に

従
っ
て
い
る
趣
旨
が
記
さ
れ
た
簡
単
な
返
答

書
が
提
出
さ
れ
た
。そ
し
て
、閏
八
月
二
五

日
に
菜
種
絞
油
屋
仲
間
か
ら
提
出
さ
れ
た

か
ら
訴
え
ら
れ
れ
ば
、各
領
主
は
彼
ら
を
裁

く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。し
か
し
、幕
府
は

彼
ら
を
通
じ
て
油
の
流
通
統
制
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、こ
こ
に
幕
府̶

個
別
領
主
間

の
利
害
の
衝
突
が
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
幕
領
と
一
橋
領
知
で
の
訴
願
運
動
に
つ
い

て
見
る
中
で
、少
な
く
と
も
河
内
国
・
和
泉

国
で
は
一
国
規
模
で
在
方
の
絞
油
屋
が
菜
種

の
価
格
を
協
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
、先
に
示
し
た
事
例
以
外
に
も
各
地
で
訴

願
運
動
が
起
こ
り
、同
様
の
事
態
は
広
く
見

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。こ
う
し
た
事
態
を

放
置
す
れ
ば
、大
々
的
に
幕
藩
対
立
が
生
じ

る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。ま
た
、幕
領
で

の
訴
願
運
動
か
ら
は
、幕
府
が
国
家
的
政
策

を
優
先
す
る
あ
ま
り
、個
別
領
主
と
し
て
の

自
ら
の
首
を
絞
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
点
も
含
め
、領
域
単
位
で
の
訴
願
運
動

は
、最
終
的
に
は
幕
府
に
対
し
て
、政
策
転

換
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
圧
力
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。私
は
、こ
う
し
た
動

向
も
ま
た
、文
政
七
年
の
国
訴
と
一
連
の
動

向
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
か
く
し
て
明
和
の
仕
法
は
改
正
さ
れ
た
。

し
か
し
、依
然
と
し
て
、油
の
生
産
と
流
通

の
拠
点
は
大
坂
と
そ
の
周
辺
地
域
で
あ
り
、

幕
府
は
株
仲
間
を
存
続
さ
せ
、彼
ら
を
通
じ

て
油
の
大
坂
入
荷
量
を
増
大
さ
せ
よ
う
と

し
た
。し
た
が
っ
て
、幕
府
が
在
方
の
絞
油
屋

に
よ
る
油
の
直
小
売
り
を
許
可
し
た
と
い
っ

て
も
限
定
的
で
あ
り
、そ
の
原
料
で
あ
る
種

物
の
値
段
を
引
き
立
て
る
と
い
う
問
題
は

持
ち
越
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。そ
れ
故
、そ

う
に
、肥
料
の
購
入
に
差
し
支
え
が
生
じ
て

年
貢
上
納
に
影
響
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。二
六
日
の
訴
状
に
は「
百
姓
共
義
ハ
高
直

之
肥
を
仕
入
、作
立
」と
も
あ
り
、高
値
の
肥

料
を
購
入
し
て
耕
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
下
で
、下
値
で
菜
種
を
購
入
さ
れ
て

は
年
貢
上
納
に
支
障
を
き
た
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。一
八
日
の
訴
状
に「
百
姓
相
続
方

相
妨
」と
あ
る
の
も
同
義
で
あ
る
。「
百
姓
成

立
」が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
、と
ダ
イ
レ
ク
ト
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。一
橋
家
の
場
合
で
も
、そ

の
こ
と
が
領
主
財
政
の
圧
迫
に
繋
が
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。し
た
が
っ
て
、川
口
代

官
所
も
吟
味
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、領
域
単
位
で
の
訴
願
運
動
を
見
て

き
た
が
、こ
う
し
た
訴
願
運
動
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。私
は
、

百
姓
の
利
害
と
領
主
の
利
害
を
一
致
さ
せ
、

領
域
単
位
で
問
題
の
解
決
を
図
り
、そ
の
こ

と
を
通
じ
て
幕
府
に
政
策
転
換
を
迫
ろ
う

と
し
た
運
動
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。こ

れ
以
前
に
も
同
様
の
動
き
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、こ
こ
で
見
た
訴
願
運
動
は
、

在
方
の
絞
油
屋
を
株
仲
間
に
加
入
さ
せ
、大

坂
の
株
仲
間
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

油
市
場
に
お
け
る
大
坂
の
絶
対
的
優
位
が

体
制
的
に
確
立
し
た
状
況
下
で
展
開
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
、

在
方
の
絞
油
屋
を
株
仲
間
へ
加
入
さ
せ
る
許

認
可
権
は
大
坂
町
奉
行
所
が
持
っ
て
い
る
が
、

在
方
の
絞
油
屋
は
身
分
的
に
は
各
領
主
の

支
配
下
に
あ
る
百
姓
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

株
仲
間
に
加
入
し
て
い
る
在
方
の
絞
油
屋
た

ち
が
百
姓
経
営
を
圧
迫
す
る
と
し
て
領
民

泉
・
大
鳥
両
郡
の
一
橋
領
知
村
々
の
惣
代
た

ち
が
川
口
代
官
所
に
対
し
て
、和
泉
国
の
絞

油
屋
た
ち
が
申
し
合
わ
せ
て
菜
種
の
値
段

を
踏
み
下
げ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、こ
の
場

合
も
一
橋
領
知
の
在
方
の
絞
油
屋
の
取
り
締

ま
り
を
願
っ
て
い
る
。訴
状
を
受
理
し
た
川

口
代
官
所
は
、在
方
の
絞
油
屋
一
五
人
を
召

喚
し
て
糺
し
、和
泉
一
国
単
位
で
絞
油
屋
た

ち
が
菜
種
の
価
格
を
申
し
合
わ
せ
て
も
、領

知
内
で
は
菜
種
の
正
路
な
取
引
を
す
べ
き
旨

を
命
じ
、一
五
人
は
こ
の
点
を
承
知
し
た
。そ

し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、二
六
日
、惣
代
と
在

方
の
絞
油
屋
一
同
が
、大
坂
の
油
関
係
の
株

仲
間
の
独
占
体
制
の
弛
緩
を
川
口
代
官
所
へ

願
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、

大
坂
の
油
関
係
の
株
仲
間
に
よ
っ
て
、在
方

の
絞
油
屋
は
絞
っ
た
油
を
残
ら
ず
大
坂
の
油

問
屋
へ
安
価
で
出
荷
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、割

に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。そ

の
た
め
、彼
ら
は
原
料
の
菜
種
の
価
格
を
協

定
す
る
と
い
う
挙
に
出
た
の
で
あ
っ
た（
河

内
国
で
も
同
様
の
理
由
か
ら
、在
方
の
絞
油

屋
は
菜
種
の
価
格
を
協
定
し
た
の
で
あ
ろ

う
）。こ
の
こ
と
が
審
理
の
過
程
で
判
明
し
、

惣
代
と
在
方
の
絞
油
屋
は
同
じ
領
知
内
の

百
姓
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の「
百
姓
成
立
」の

た
め
に
、大
坂
の
油
関
係
の
株
仲
間
に
対
し

て
共
同
戦
線
を
張
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
同
は
、今
後
小
売
り
油
に
つ
い
て
は
、在
方

の
絞
油
屋
が
絞
っ
た
油
を
領
知
内
で
小
売
り

で
き
る
こ
と
な
ど
を
願
っ
て
い
る
。

　
和
泉
国
一
橋
領
知
で
の
訴
願
運
動
で
も
、

ま
ず
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、一
八
日
の
訴

状
に「
夏
作
肥
手
買
入
方
差
支
」と
あ
る
よ

ま
り
を
願
っ
て
い
る
。明
和
の
仕
法
で
は
、摂

津
国
・
河
内
国
・
和
泉
国
の
在
方
の
絞
油
屋

も
株
仲
間
に
加
入
さ
せ
、大
坂
の
株
仲
間
に

従
属
さ
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。こ
の
訴
願
運
動
で
は
、株
仲
間
で
あ

る
在
方
の
絞
油
屋
の
非
道
を
大
津
代
官
所

に
訴
え
、彼
ら
の
取
り
締
ま
り
を
願
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。訴
状
を
受
理
し
た
大
津
代

官
所
は
、在
方
の
絞
油
屋
を
召
喚
し
て
糺
し
、

そ
の
結
果
、彼
ら
は
百
姓
の
差
し
支
え
に
な

る
よ
う
な
申
し
合
わ
せ
は
決
し
て
せ
ず
、油

相
場
に
準
じ
て
種
物
を
買
い
入
れ
る
こ
と
を

約
束
し
て
い
る
。ま
た
、文
政
一
〇
年
閏
六
月

一
〇
日
に
は
、河
内
国
石
川
・
丹
南
・
丹
北
三

郡
の
幕
領
村
々
の
惣
代
た
ち
が
大
津
代
官

所
に
対
し
て
、在
方
の
絞
油
屋
が
土
砂
を
混

ぜ
た
油
粕
を
販
売
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、

や
は
り
彼
ら
の
取
り
締
ま
り
を
願
っ
て
い
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
も
、大
津
代
官
所
は
在
方

の
絞
油
屋
を
糺
し
て
い
る
。

　
結
局
、大
坂
油
市
場
の
独
占
を
保
証
す
る

と
い
う
幕
府
の
方
針
が
変
更
さ
れ
な
い
限
り
、

綿
・
菜
種
作
を
中
心
と
す
る
大
坂
周
辺
地
域

の
百
姓
経
営
は
強
く
圧
迫
さ
れ
、百
姓
た
ち

は
年
貢
上
納
に
支
障
を
き
た
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。閏
六
月
一
〇
日
の
訴
状
に
、「
御

取
箇（
年
貢
）筋
へ
も
相
響
き
」と
あ
る
の
は
、

そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。そ
の
結
果

が
領
主
財
政
の
圧
迫
に
繋
が
る
こ
と
は
、い

う
ま
で
も
な
い
。大
津
代
官
所
が
領
民
の
訴

え
に
耳
を
傾
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

　
も
う
一
例
、和
泉
国
一
橋
領
知
の
場
合
を

見
て
み
よ
う
。文
政
一
〇
年
六
月
一
八
日
、

表3　文政7年4月、1307カ村の惣代一覧

［注］山﨑善弘「国訴と支配国・領主制」（『大塩研究』71号、2014年）より。
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の
で
あ
る
。

　

国
訴
と
は
、百
姓
た
ち
が
あ
く
ま
で
国
家

の
構
成
員
と
し
て
公
儀
に
救
済
を
求
め
る

形
の
民
衆
運
動
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。百
姓

た
ち
は
身
分
制
を
否
定
せ
ず
、百
姓
と
し
て

武
士
に
対
し
て
恩
恵
を
求
め
た
の
で
あ
り
、

国
訴
は
決
し
て
市
民
革
命
で
は
な
か
っ
た
。

西
洋
に
お
け
る
人
間
の
権
利
の
保
障
、自
由

の
要
求
を
突
き
つ
け
る
市
民
革
命
と
比
較

し
た
時
、そ
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。国

訴
を
起
こ
し
た
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
は
、恩

恵
的
措
置
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

徳
川
時
代
後
期
に
お
け
る
国
訴
は
、一
〇
〇

〇
カ
村
以
上
の
村
々
が
連
合
し
て
起
こ
る

こ
と
が
多
く
、し
か
も
個
別
の
領
域
を
遥
か

に
越
え
て
公
儀
に
対
す
る
運
動
と
し
て
展

開
し
た
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
は
日
本
史
上
、

画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。し
か
し
、国
訴
は

百
姓
一
揆
と
は
形
態
が
異
な
る
が
、そ
の
伝

統
を
受
け
継
ぐ
形
で
、新
た
に
公
儀
に
対
す

る
運
動
と
し
て
展
開
し
た
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、国
訴
が
右
の
よ
う
な
形
で
新
た

に
公
儀
に
対
す
る
運
動
と
し
て
成
立
す
る

た
め
に
は
、乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

大
き
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
は
、個
別
領
主

と
し
て
の
幕
府
に「
百
姓
成
立
」の
保
障
の

責
務
は
あ
っ
て
も
、公
儀
と
し
て
の
幕
府
に

そ
れ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。公

儀
と
し
て
の
幕
府
が「
百
姓
成
立
」の
た
め

に「
御
救
」を
実
施
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
大
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
限
定
さ

れ
て
い
た
。「
百
姓
成
立
」の
た
め
に「
御
救
」

を
行
う
こ
と
は
幕
藩
領
主
に
課
せ
ら
れ
た

う
。藪
田
氏
が
、国
訴
を
反
封
建
闘
争
と
し

て
捉
え
て
い
る
の
も
そ
の
表
れ
と
い
え
る
。

し
か
し
、事
実
が
異
な
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、百
姓
一
揆
に
つ
い
て
も
言
及

し
な
が
ら
、国
訴
の
特
徴
に
、よ
り
深
く
迫
っ

て
お
こ
う
。

　

百
姓
一
揆
は
、「
百
姓
成
立
」の
た
め
に
領

主
が
仁
政
と
し
て「
御
救
」を
行
う
こ
と
を

求
め
る
形
で
闘
わ
れ
た
。つ
ま
り
、百
姓
一
揆

は
徳
川
時
代
に
お
け
る
中
心
的
な
政
治
的

価
値
に
則
っ
て
要
求
の
論
理
を
構
成
し
、逆

に
い
え
ば
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
要
求
の
正

当
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
の
よ

う
な
特
徴
は
対
領
主
運
動
、す
な
わ
ち
百
姓

一
揆
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、す
で
に
述

べ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、公
儀

と
し
て
の
幕
府
に
対
す
る
国
訴
に
も
見
ら

れ
る
特
徴
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、両
者
は
対
象

や
形
態
が
異
な
る
も
の
の
、共
通
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
目
的
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

見
方
を
変
え
れ
ば
、国
訴
は
百
姓
一
揆
と
異

な
り
、個
別
の
領
域
を
遥
か
に
越
え
て
巨
大

な
民
衆
運
動
と
し
て
展
開
し
、公
儀
の
施
策

に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
ま
で
に
政
治
性

を
高
め
な
が
ら
も
、公
儀
に
対
し
て
、な
お

仁
政
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。国
訴
と
い

う
訴
訟
行
為
の
み
な
ら
ず
、公
儀
の
対
応
も

ま
た
特
徴
的
で
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
、多
く
の

場
合
、公
儀
の
側
も
国
訴
の
要
求
を
認
め
、

「
百
姓
成
立
」の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
の

で
あ
る
。大
坂
町
奉
行
所
は
株
仲
間
の
権
益

を
保
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
こ
と
を
至
上
の
政
策
と
は
し
な
か
っ
た

に「
代
議
制
の
前
期
的
形
態
」を
見
出
し
た

（
藪
田
貫『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』）。私

も
自
主
的
に
村
々
が
結
び
合
っ
て
で
き
た
村

連
合
に
代
議
政
体
の
要
素
が
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
思
う
。

　

た
だ
し
、こ
の
点
に
対
し
て
過
剰
に
高
い

評
価
を
与
え
る
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

井
上
勝
生
氏
も
、近
年
の
国
訴
研
究
を
踏
ま

え
、地
主
・
豪
農
が
政
治
主
体
へ
と
成
長
し
、

地
域
の
村
々
か
ら
近
代
の
代
議
制
へ
と
向
か

う
大
き
な
底
流
が
存
在
し
た
こ
と
を
高
く

評
価
し
て
い
る
が（
井
上
勝
生『
日
本
の
歴

史
18　

開
国
と
幕
末
変
革
』）、国
訴
か
ら
近

代
の
代
議
制
が
生
ま
れ
出
ず
る
と
い
う
史

実
は
存
在
し
な
い
。こ
の
点
を
見
誤
る
と
、

徳
川
社
会
の
本
質
を
も
見
誤
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。近
年
の
国
訴
研
究
者
は
、戦

後
歴
史
学
に
対
す
る
批
判
的
立
場
か
ら
国

訴
の
運
動
構
造
を
解
明
し
、藪
田
氏
に
代
表

さ
れ
る
一
つ
の
成
果
を
導
き
出
し
た
。戦
後

歴
史
学
に
お
い
て
は
、多
く
の
研
究
者
が
百

姓
一
揆
を
民
主
主
義
の
先
駆
と
し
て
注
目
し
、

日
本
の
革
命
情
勢
を
追
及
し
た
が
、そ
の
よ

う
な
研
究
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、国
訴
も
ま

た
、同
様
の
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
で
あ

る
。し
か
し
、徳
川
時
代
に
市
民
革
命
が
起

こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
揺
る
ぎ
の
な
い
事
実

で
あ
る
。戦
後
歴
史
学
は
、日
本
は
ど
こ
ま

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、あ

り
も
し
な
い
市
民
革
命
を
徳
川
時
代
に
見

出
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。そ
の
よ
う
戦

後
歴
史
学
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ

た
近
年
の
国
訴
研
究
で
あ
る
が
、な
お
革
命

性
重
視
の
立
場
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思

の
後
も
百
姓
た
ち
は
国
訴
を
起
こ
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、 

安
政
二
年 

（ 
一
八
五
五
）六
月
二
日
に
摂
津
国
・
河
内
国
の

一
〇
八
六
カ
村
が
国
訴
を
起
こ
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、よ
う
や
く
大
坂
町
奉
行
所
は
、

菜
種
の
値
段
に
つ
い
て
、品
質
に
応
じ
た
値

段
で
菜
種
を
買
い
入
れ
る
こ
と
を
株
仲
間
に

約
束
さ
せ
る
な
ど
し
た
。菜
種
・
油
に
関
す

る
問
題
は
幕
府
に
よ
る
国
家
的
な
政
策
と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、国
訴
を
却
下
し

続
け
れ
ば
、百
姓
た
ち
の
困
窮
・
困
難
は
打

開
さ
れ
ず
、「
百
姓
成
立
」は
侵
害
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。大
坂
町
奉
行
所
は
、

そ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

国
訴
の
特
徴

　

以
上
、国
訴
に
つ
い
て
見
て
き
た
。国
訴
は

反
封
建
闘
争
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、奉

行
所
が
管
轄
す
る
支
配
国
を
範
囲
に
展
開

し
た
救
済
型
の
訴
願
運
動
で
あ
り
、奉
行
所

＝
幕
府
の
存
在
を
自
明
の
前
提
と
し
、奉
行

所
に
救
済
を
求
め
る
形
で
問
題
の
解
決
を

図
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。そ
も
そ
も

国
訴
は
訴
訟
行
為
で
あ
っ
て
、訴
訟
を
受
け

止
め
る
側
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
し
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。と
こ
ろ
が
不
思
議
な

こ
と
に
、従
来
の
国
訴
研
究
は
、こ
の
点
を

十
分
注
目
せ
ず
、権
力
と
の
相
関
の
中
で
国

訴
を
把
握
す
る
視
点
が
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
藪
田
貫
氏
は
、国
訴
を
民
衆
運
動
そ

の
も
の
と
し
て
分
析
し
、表
２
・
３
に
示
し

た
惣
代
た
ち
が
村
々
か
ら
選
出
さ
れ
て
運

動
を
推
進
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
、そ
こ

内
外
で
生
じ
る
様
々
な
経
済
的
問
題
に
対

処
す
る
必
要
性
が
起
こ
り
、広
域
集
会
が
開

催
さ
れ
、村
役
人
＝
地
主
・
豪
農
の
経
済
的

感
覚
が
さ
ら
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
と
と
も

に
、政
治
力
も
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。そ
う
し
て
、「
百
姓
成
立
」を
保

障
す
る
責
務
の
な
い
公
儀
と
し
て
の
幕
府
に
、

違
法
な
百
姓
一
揆
の
形
で
異
議
申
し
立
て
を

し
て
却
下
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
高
め
る
よ
り

も
、代
議
政
体
の
要
素
を
持
つ
広
域
集
会
を

土
台
に
、百
姓
た
ち
か
ら
委
任
を
受
け
た
数

十
人
の
惣
代
が
訴
訟
機
関
に
訴
え
る
と
い
う

合
法
的
な
手
段
を
と
り
、法
廷
闘
争
の
形
で

幕
府
に
政
策
転
換
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。そ

の
惣
代
た
ち
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
戦

略
性
に
富
む
訴
訟
に
理
を
認
め
た
公
儀
と

し
て
の
幕
府
は
、数
十
万
人
の
民
意
を
吸
収

し
、そ
の
政
策
を
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

表
２
・
３
か
ら
は
、現
在
の
住
吉
を
含
む

摂
津
国
兎
原
郡
か
ら
も
、惣
代
が
選
出
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。徳
川
時
代
の
住

吉
も
高
度
に
発
展
し
た
綿
・
菜
種
作
地
帯
で
、

経
済
的
発
展
の
著
し
い
地
域
で
あ
っ
た
。住

吉
の
歴
史
を
知
る
上
で
、徳
川
時
代
に
お
け

る
経
済
的
発
展
の
問
題
は
欠
か
せ
ず
、そ
れ

を
土
台
に
発
生
し
た
国
訴
は
、住
吉
の
歴
史

を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
。今
後
の
研

究
の
進
展
に
よ
っ
て
、徳
川
時
代
に
お
け
る

住
吉
の
経
済
的
発
展
、そ
し
て
国
訴
へ
の
関

わ
り
方
の
具
体
的
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

主
張
し
、公
儀
と
し
て
の
幕
府
に「
百
姓
成

立
」の
保
障
の
責
任
を
喚
起
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

公
儀
と
し
て
の
幕
府
は
、百
姓
を
経
営
破

綻
に
追
い
込
む
領
主
に
制
裁
を
与
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、公
儀
と
し
て
の
幕
府
が
そ
の
ま

ま
流
通
統
制
を
継
続
す
れ
ば
、幕
府
が
他
領

主
の
百
姓
を
経
営
破
綻
へ
追
い
込
む
こ
と
に

な
り
、幕
領
の
百
姓
も
ま
た
経
営
破
綻
に
陥

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。幕
府
が
そ
の

よ
う
な
状
況
を
是
認
で
き
る
は
ず
は
な
か
っ

た
。

　

徳
川
幕
府
の
強
さ
は
、訴
訟
を
厳
禁
し
、

百
姓
や
他
領
主
を
力
で
圧
伏
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
は
な
い
。訴
訟
を
行
う
こ
と
を

認
め
、理
が
あ
れ
ば
、そ
こ
で
形
成
さ
れ
た

民
意
を
吸
収
す
る
柔
軟
性
に
こ
そ
、そ
の
強

さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。国
訴
に
対
し

て
も
、幕
府
は
同
様
の
態
度
で
臨
ん
だ
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、国
訴
の
運
動
構

造
は
、そ
の
よ
う
な
幕
府
の
あ
り
方
に
対
応

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

数
十
万
人
の
百
姓
た
ち
が
百
姓
一
揆
の
形

で
幕
府
に
対
峙
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
り

得
た
が
、百
姓
た
ち
は
そ
の
道
を
選
択
し
な

か
っ
た
。摂
津
国
・
河
内
国
・
和
泉
国
は
高
度

に
発
展
し
た
綿
・
菜
種
作
地
帯
で
、例
え
ば

文
政
六
年
の
国
訴
状
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、百
姓
た
ち
は
実
綿
販
売
で
得
た
現
金
で

米
を
購
入
し
、そ
れ
を
年
貢
上
納
に
充
て
て

い
た
程
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
経
済
的
発
展

の
著
し
い
地
域
で
は
、そ
の
富
を
狙
っ
て
勧

化
や
廻
在
者（
勧
化
の
者
以
外
で
村
々
に
入

り
込
む
者
）が
多
数
入
り
込
み
、ま
た
、地
域

し
、幕
府
に
政
策
転
換
を
余
儀
な
く
さ
せ
る

政
治
的
圧
力
を
加
え
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　

加
え
て
、忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し

て
、徳
川
幕
府
は
関
東
と
関
西
を
二
大
拠
点

と
し
て
お
り
、幕
領
の
大
半
が
両
地
域
に
集

中
し
て
い
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、国
訴
に
参
加
し
た
村
々
の
う
ち
、最

多
は
幕
領
の
村
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。例
え

ば
、再
び
表
２
を
見
る
と
、区
分
Ａ
が
幕
領

村
々
の
み
か
ら
選
出
さ
れ
た
惣
代
た
ち
で
、

惣
代
村
数
を
合
計
す
る
と
四
八
六
カ
村
と

な
る
。区
分
Ｃ
は
幕
領
と
私
領（
大
名
・
旗
本

の
領
地
）の
村
々
が
入
り
組
ん
だ
地
域
か
ら

選
出
さ
れ
た
惣
代
た
ち
で
あ
る
が
、惣
代
村

数
か
ら
幕
領
村
々
の
み
の
数
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。一
六
二
カ
村
中
、か
り
に
八
七

カ
村（
正
保
期〈
一
六
四
四
〜
四
八
〉の
摂
津

国
・
河
内
国
に
占
め
る
幕
領
の
比
率
を
基
に

算
出
）と
す
れ
ば
、七
八
六
カ
村
中
、国
訴
に

参
加
し
た
幕
領
村
々
は
合
計
五
七
〇
カ
村

と
な
り
、約
七
三
％
を
も
占
め
る
こ
と
に
な

る
。こ
の
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。惣

代
た
ち
が
百
姓
の
利
害
と
領
主
の
利
害
を
一

致
さ
せ
る
べ
く
、年
貢
上
納
に
差
し
支
え
る

と
主
張
す
る
時
、幕
府
こ
そ
が
領
主
層
の
中

心
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

幕
府
に
は
個
別
領
主
と
し
て
の
側
面
と
公

儀
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
が
、幕
府
が
一
つ

で
あ
る
限
り
、両
側
面
は
緊
密
な
関
係
に

あ
っ
た
。財
源
を
確
保
で
き
ず
、前
者
の
幕
府

が
崩
壊
す
れ
ば
、後
者
の
幕
府
の
存
続
も
な

い
。し
た
が
っ
て
、惣
代
た
ち
は
百
姓
の
利
害

と
幕
府
の
利
害
が
一
致
す
る
こ
と
を
も
強
く

社
会
的
責
務
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
は
あ
く
ま

で「
御
救
」を
行
う
個
別
領
主
と
年
貢
を
上

納
す
る
百
姓
の
関
係
を
前
提
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。本
章
で
例
に
と
っ
た
二
つ
の
国

訴
は
、い
ず
れ
も
大
坂
町
奉
行
所
に
対
す
る

訴
願
運
動
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、年
貢
は

奉
行
所
に
上
納
す
る
も
の
で
は
な
く
、百
姓

た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
領
主
に
年
貢
を

上
納
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
国
訴
状
を
見
る
と
、惣
代
た
ち

は
、百
姓
が
年
貢
上
納
に
差
し
支
え
る
こ
と

を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。例
え
ば
、文
政
六

年
の
国
訴
状
で
は
、実
綿
に
つ
い
て
は「
摂
河

州
村
々
数
万
之
百
性
共
御
年
貢
御
上
納
第
一

手
当
之
作
物
」と
ま
で
述
べ
、そ
の
実
綿
の
値

段
が
三
所
綿
問
屋
に
よ
っ
て
踏
み
下
げ
ら
れ

る
た
め
、数
万
の
百
姓
が
年
貢
上
納
に
差
し

支
え
る
、と
主
張
し
て
い
る
。こ
れ
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。実
は
、こ
れ
は
惣
代
た
ち
の

戦
略
な
の
で
あ
る
。「
百
姓
成
立
」が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
、年
貢
は
上
納
さ
れ
ず
、領
主

は
財
源
を
確
保
で
き
な
い
。し
た
が
っ
て
、惣

代
た
ち
は
百
姓
の
利
害
と
領
主
の
利
害
を
一

致
さ
せ
る
べ
く
、年
貢
上
納
に
差
し
支
え
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
ま
ま
放

置
す
れ
ば
幕
藩
対
立
に
発
展
し
か
ね
な
い
。

そ
も
そ
も「
百
姓
成
立
」の
保
障
は
、近
世
領

主
の
責
務
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

こ
う
し
て
惣
代
た
ち
は
、公
儀
と
し
て
の
幕

府
に
も
、そ
の
保
障
の
責
任
を
喚
起
し
て
い

る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、文
政
七
年
の
国
訴

の
よ
う
に
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、直
接
、

個
別
領
主
た
ち
に
訴
え
る
こ
と
で
大
々
的

な
幕
藩
対
立
を
現
実
の
も
の
と
し
よ
う
と
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