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先
月
号
で
は
、
年
貢
は
住
民
に
と

っ
て
、
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

２
つ
の
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

御
所
町
は
、
倶く

じ

ら
尸
羅
（
櫛
羅
）
に

潅か
ん
が
い漑
用
の
池
を
持
ち
、
蛇さ
ら
ぎ穴
の
涌
水

を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に

対
し
年
貢
を
払
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
半
分
の
米
５･

５
石
余
り

を
幕
府
が
負
担
し
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
御
所
町
か
ら
の
願
い
出
に
よ

る
も
の
で
す
。

　

天
保
８
年
（
１
８
３
７
）
は
、
大

塩
平
八
郎
の
乱
が
起
こ
っ
た
年
で

す
。
そ
の
前
年
は
冷
害
で
大
変
な
不

作
で
し
た
。
米
価
が
暴
騰
し
、
例
年

の
約
２
倍
に
な
り
ま
し
た
。
大
和
の

幕
府
領
は
、
皆か
い
ぎ
ん
の
う

銀
納
で
し
た

の
で
、
年
貢
が
い
つ
も
の
年

の
約
２
倍
に
な
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
住
民
は
、

過
去
10
年
間
の
平
均
の
米
価

に
す
る
よ
う
に
歎
願
し
、
そ

れ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

徳
川
時
代
は
、
農
民
に
と

っ
て
厳
し
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、厳
し
い
世
の
中
で
は
、

260
年
余
り
も
長
く
続
か
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
一い
っ
き揆
の
よ
う
な
こ
と

が
起
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て

き
ま
す
。
各
地
で
一
揆
が
起
こ
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
御
所
町
で
の

記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
比
較
的
豊
か

で
あ
っ
た
こ
と
、
問
題
が
あ
れ
ば
、

町
役
人
等
が
適
切
に
処
理
し
た
こ
と

等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

旱か
ん
ば
つ魃
・
冷
害
・
虫
の
害
等
で
不
作

に
な
れ
ば
、
米
の
値
段
が
上
が
り
ま

す
。
米
を
購
入
し
て
生
活
し
て
い

る
人
た
ち
は
困
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
買
い
占
め
や
売
り
惜
し
み
を
す

る
心
得
違
い
の
人
も
い
ま
し
た
。
支

配
者
等
の
対
応
が
適
切
で
な
か
っ
た

場
合
、
一
揆
、
打う
ち
こ
わ毀
し
等
が
起
こ
っ

た
わ
け
で
す
。
幕
末
の
慶
応
２
年

（
１
８
６
６
）
に
は
、
米
価
が
約
15

倍
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
明
治

維
新
の
一
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
説
明
す

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

年
貢
等
の
徴
収
に
関
し
、

町
方
で
作
成
し
た
文
書
と

し
て
「
免め
ん
わ
り
も
く
ろ
く

割
目
録
」
が
あ

り
ま
す
。
免
割
目
録
の
前

に
は
、
免め
ん
じ
ょ
う定
と
皆か
い
さ
い
も
く
ろ
く

済
目
録

の
写
し
が
あ
り
、
長
い
巻

物
に
な
っ
て
い
て
、
確
認

の
た
め
、
２
百
人
ほ
ど
の

高た
か
も
ち持
が
捺
印
し
て
い
ま
す
。

天て
ん
ぽ
う保
２
年
（
１
８
３
１
）
の

も
の
の
巻
い
た
状
態
を
写

真
１
、
免
割
目
録
の
書
き

出
し
部
分
を
写
真
２
、
捺
印

部
分
を
写
真
３
に
示
し
ま
す
。

　

免
割
目
録
に
は
、
前
半
は

年
貢
の
徴
収
、
後
半
は
住
民

税
に
相
当
す
る
「
町ま
ち

入に
ゅ
う
よ
う
用
」

の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
は
じ
め
に
町
の
高
が

書
か
れ
、
そ
れ
か
ら
、
洪

水
等
に
よ
る
荒
れ
、
旱
魃
・

冷
害
等
に
よ
る
皆
無
の
高

が
引
か
れ
て
い
る
の
は
免

定
と
同
じ
で
す
。
さ
ら
に
、

蔵く
ら
や
し
き

屋
敷
等
の
町
有
地
の
高
が
引
か

れ
て
、
徴
収
す
る
年
貢
の
総
額
が

算
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

役
所
か
ら
の
税
率
（
免
）
と
は

別
に
、
町
で
税
率
を
決
め
て
い
ま

し
た
。
役
所
か
ら
の
免
は
、
３
桁

か
４
桁
で
す
が
、
計
算
を
容
易
に

す
る
た
め
２
桁
に
し
、
他
村
の
人

（
入い
り
さ
く作
）
に
は
10
％
高
く
し
て
い
ま

し
た
。
徴
収
の
米
価
も
町
で
決
め

て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
２
桁
で

す
。
こ
れ
ら
を
各
人
の
持
高
に
掛

け
て
各
人
の
年
貢
を
算
出
し
、
４

回
か
ら
５
回
に
分
け
て
銀
で
徴
収

し
て
い
た
の
で
す
。

　

大
和
の
幕
府
領
で
は
、
年
貢
の

徴
収
に
、
10
月
の
奈
良
・
今
井
・

高
取
・
五
條
・
郡
山
で
の
米
価
の

平
均
を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
御
所
で
の
徴
収
に
は
、
地

元
の
米
価
を
採
用
し
、
徴
収
の
合

計
額
が
、
納
入
の
合
計
額
に
ほ
ぼ

等
し
く
な
る
よ
う
に
税
率
を
決
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
過
不
足
が
あ
れ
ば
、
町
入
用

で
調
節
す
る
と
い
う
大
雑
把
な
も

の
で
し
た
。

　

年
貢
の
他
に
付
加
税
が
あ
り
ま

す
が
、
酒
・
醤
油
・
酢
等
を
造
る

権
利
金
で
あ
る
冥み
ょ
う
が
ぎ
ん

加
銀
は
、
各
該

当
者
か
ら
徴
収
し
、
そ
の
他
は
、
年

貢
と
一
括
で
処
理
し
て
い
ま
し
た
。

（
文
責　

中
井
陽
一
）
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