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先
月
号
で
は
、
年ね
ん
ぐ貢
の
基
本
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。
一
般
に
、
年
貢
は
農
民

に
と
っ
て
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
等
学
校
の
教
科
書
等
に
は
、
５
公
５

民
と
書
か
れ
、
収
穫
の
半
分
を
年
貢
と
し

て
取
ら
れ
る
の
で
、
人
び
と
の
生
活
は
非

常
に
苦
し
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
税
率
す
な
わ
ち
「
免め
ん

」
が

固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
免

に
は
、
豊
作
・
凶
作
に
関
係
な
く
、
一
定

の
税
率
で
課
す
る
「
定じ
ょ
う
め
ん
ほ
う

免
法
」
と
、
そ
の

年
の
作さ
く
が
ら柄
に
よ
っ
て
決
め
る
「
検け
ん
み
ほ
う

見
法
」

が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
検

見
法
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

御
所
町
の
免
（
税
率
）
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
を
見
て
み
ま
す
。
史
料
が
残
っ
て
い

る
文ぶ
ん
せ
い政
６
年
（
１
８
２
３
）
か
ら
文
ぶ
ん
き
ゅ
う久
２

年
（
１
８
６
２
）
の
間
で
は
、
町
の
石
高

に
対
す
る
免
は
、
最
低
が
27･

７
％
、
最

高
が
60･

６
％
で
、平
均
が
53･

６
％
で
す
。

こ
れ
で
は
、
５
公
５
民
よ
り
厳
し
い
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

前
々
回
、
課
税
標
準
の
収
量
で
あ
る

石こ
く
も
り盛
は
、
上
じ
ょ
う
で
ん田
で
１
反
（
９
９
０
㎡
）
当

た
り
１･

７
石
（
約
２
５
５
㎏
）
で
あ
る

と
説
明
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

で
も
、
１
反
あ
た
り
の
実
際
の
収
量
は
、

２
石
か
ら
２･

７
石
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
差
が
納
税
者
の
余
裕
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
水
害
を
受
け
た
田
畑
は
、
復
旧

し
て
も
「
起
お
こ
し
か
え
し
返
」
と
い
っ
て
、
し
ば
ら
く

は
免
を
低
く
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

水
害
や
不
作
の
面
積
自
身
も
町
が
有
利
に

な
っ
て
い
る
例
が
多
い
の
で
す
。

　

土
地
取
引
の
証
文
、
小
作
証
文
等
に
は
、

「
有あ
り
せ畝
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
実

際
の
面
積
と
い
う
意
味
で
、
実
務
的
な
取

引
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
ま
し
た
。
公

的
な
面
積
に
比
べ
て
、
広
い
田
畑
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
と
申
し
ま
し
た
が
、
最
も
大

き
な
要
因
は
、
裏う
ら
さ
く作
に
は
年
貢
が
課
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
冬
期
に
は
、

菜な
た
ね種
、
麦
等
が
耕
作
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
全
て
耕
作
者
の
取
り
分
だ
っ
た
の

で
す
。

　

地
主
と
小
作
の
関
係
に
つ
い
て
も

見
て
み
ま
す
。
小こ
さ
く
に
ん

作
人
は
、
虐
し
い
た
げ
ら

れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど

が
、
対
等
で
合
理
的
な
契
約
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
高た
か
な
よ
せ
ち
ょ
う

名
寄
帳
に

書
か
れ
て
い
る
石
高
を
「
分ぶ
ん
ま
い米
」
と

い
い
、
小
作
の
契
約
の
時
の
石
高
を

「
宛あ
て
ま
い米
」
と
い
い
ま
す
。
御
所
町
の

例
で
は
、
分
米
と
宛
米
が
同
じ
と
い
う
ケ
ー
ス
が

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
場
合
、
分
米
と
免
の

差
が
地
主
の
取
り
分
に
な
り
ま
す
。
小
作
人
の
取

り
分
は
、
石
盛
と
実
際
の
収
量
と
の
差
お
よ
び
裏

作
の
収
穫
で
す
。
ま
じ
め
に
働
け
ば
、
小
作
人
の

収
入
は
、
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

他
村
に
は
、
宛
米
が
分
米
よ
り
大
き
い
例
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
小
作
経
営
が
成
り
立
っ
て
い

た
の
で
す
。
ま
た
、
今
の
会
社
経
営
の
農
業
の
よ

う
に
、
何
町
歩
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
い
う
よ
う
な

大
規
模
な
小
作
人
も
い
ま
し
た
。
年
貢
や
小
作
に

つ
い
て
は
、
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
ず
い
ぶ
ん
違

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

年
貢
の
他
に
、
運
う
ん
じ
ょ
う上･

冥み
ょ
う
が
ぎ
ん

加
銀･

口く
ち
ま
い米･

高た
か
が
か
り掛

三さ
ん
や
く役
等
の
付
加
税
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
割

合
は
大
き
く
な
い
の
で
、
説
明
は
割
愛
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
図
書
館
に

あ
る
拙
著
『
近
世
後
期
大
和
国
御
所
町
に
関
す
る

研
究
』
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

年
貢
を
完
納
す
る
と
、
役
所
か
ら
「
皆か
い
さ
い済
目も
く

録ろ
く

」
と
「
掛か
け
ふ
だ札
」

が
発
行
さ
れ
ま

す
。
天
保
2
年

（
１
８
３
１
）
の
そ

れ
ら
を
写
真
１
と

写
真
２
に
示
し
ま

す
。
皆
済
目
録
は

領
収
書
で
、
掛
札

は
年
貢
が
完
納
さ

れ
た
こ
と
を
納
税

者
に
知
ら
せ
る
た

め
の
掲
示
で
す
。
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