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近
世
の
飢
饉
と
そ
の
対
応

が
、
百
姓
た
ち
か
ら
の
願
い
に
対
し
て
、
領
主
た
ち
は

状
況
を
吟
味
し
な
が
ら
御
救
い
を
実
施
し
て
い
っ
た
の

近
世
日
本
の
飢
饉
と
森
の
食
料
資
源

その９

立
正
大
学
文
学
部
特
任
講
師　

栗
原
健
一

で
あ
る
（
２
）。

も
ち
ろ
ん
、
百
姓
た
ち
は
御
救
い
だ
け
に
頼
っ
て
飢

図１　『民間備荒録』「粥
かゆ

廠
ごや

を設
つく

り粥
か

糜
ゆ

を施すの図」（国立公文書館デジタルアーカイブ１８２―
２６５）

饉
を
凌し
の

い
で
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

各
家
々
で
は
、
飢
饉
に
備
え
て
多
少
は
食

料
を
蓄
え
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
富
裕
者
や

寺
社
か
ら
の
施せ

行ぎ
ょ
うな

ど
の
よ
う
な
民
間
で

の
相
互
救
済
活
動
も
多
く
な
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
郷
蔵
な
ど

に
食
料
を
備
蓄
す
る
村
な
ど
も
増
え
て
い

き
、
社
会
的
な
食
料
備
蓄
が
展
開
し
て
、

災
害
・
飢
饉
へ
の
備
え
と
な
っ
て
い
っ
た
。

御
救
い
山

こ
の
よ
う
に
、
近
世
社
会
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
食
料
を
調
達
し
て
、
飢
饉
に

対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

食
料
が
足
り
な
く
な
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
食
料
獲
得
の
最

後
の
砦と
り
でと
な
っ
た
の
は
、
森
だ
っ
た
。

飢
饉
に
な
る
と
、
山
間
地
域
で
は
領
主

の
御
救
い
政
策
と
し
て
「
御
救
い
山
」
が

行
わ
れ
た
。
御
救
い
山
と
は
、
山
の
種
類

に
つ
い
て
の
呼
称
で
は
な
く
、
林
政
に
お

近
世
社
会
で
は
、
水
害
、
津
波
、
火
山
噴
火
、
地
震

な
ど
の
災
害
が
起
こ
り
、
あ
る
い
は
気
候
不
順
な
ど
に

よ
っ
て
凶
作
と
な
る
と
、
米
価
が
高
騰
し
、
食
料
流
通

が
滞
る
な
ど
し
て
、
度
々
飢き

饉き
ん

に
見
舞
わ
れ
た
。
一
般

的
に
江
戸
時
代
の
全
国
的
な
飢
饉
と
し
て
、
享
保
の
飢

饉
、
天
明
の
飢
饉
、
天
保
の
飢
饉
を
三
大
飢
饉
、
も
し

く
は
寛
永
の
飢
饉
を
加
え
て
四
大
飢
饉
な
ど
と
い
わ
れ

有
名
で
あ
る
が
（
１
）（
図
１
）、
各
地
域
を
み
て
い
く

と
、
個
々
に
災
害
や
飢
饉
が
起
こ
っ
て
お
り
、
き
わ
め

て
地
域
性
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。

凶
作
に
な
る
と
、
百
姓
た
ち
は
領
主
に
対
し
て
御お

救す
く

い
を
要
求
し
た
。
近
世
社
会
の
領
主
―
領
民
関
係
は
、

負
担
と
御
救
い
と
い
う
双
務
的
な
関
係
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
領
民
の
百
姓
た
ち
が
年
貢
・
諸
役
を
上
納
す
る
な

ど
の
負
担
を
す
る
一
方
で
、
領
主
は
社
会
的
な
責
務
と

し
て
百
姓
た
ち
を
御
救
い
し
て
「
百
姓
成
り
立
ち
」
を

保
障
す
る
と
い
う
相
互
依
存
の
構
造
に
あ
っ
た
。
そ
の

関
係
性
の
上
に
、
百
姓
た
ち
は
御
救
い
を
嘆
願
し
た
の

で
あ
る
。
御
救
い
に
は
、
種
貸
し
な
ど
の
生
産
へ
の
て

こ
入
れ
、
年
貢
減
免
な
ど
の
負
担
の
軽
減
、
食
料
の
貸

し
出
し
な
ど
と
い
う
生
活
へ
の
特
別
手
当
が
あ
っ
た

森とともに森とともに森とともに森とともに

どうどうどうどう

生きてきたか生きてきたか
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け
る
一
つ
の
施
策
を
指
す
も
の
で
、
災
害
や
凶
作
な
ど

に
よ
る
食
料
不
足
な
ど
か
ら
飢
饉
と
な
っ
た
百
姓
た
ち

（
時
に
は
藩
士
・
町
人
も
）
を
救
済
す
る
た
め
に
、
期

限
付
き
の
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
領
主
が
御
山
（
御お

留と
め

山や
ま

）
を
開
放
し
、
林
産
物
を
得
る
こ
と
を
許
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
領
主
は
優
良
な
山
林
を
御
山
（
御
留
山
）

と
い
う
直
轄
林
と
し
て
囲
い
込
み
、
平
時
に
は
村
人
の

利
用
を
制
限
し
て
い
た
。
百
姓
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
林

産
物
を
自
家
用
に
消
費
し
、
あ
る
い
は
商
品
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
換
金
し
て
生
活
の
足
し
に
し
た
。
御
救
い

山
の
指
定
は
、
領
主
の
法
令
に
よ
っ
て
全
領
が
対
象
と

な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
百
姓
た
ち
か
ら
の
御
救
い
の
願

い
に
よ
っ
て
限
定
し
た
範
囲
・
方
法
で
許
可
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
の
呼
称
も
、
領
主
に
よ
っ
て
異
な

り
、「
御ご

救き
ゅ
う

助じ
ょ

山や
ま

」・「
被く
だ
さ
れ下

山や
ま

」（
仙
台
藩
）、「
御お

救
す
く
い

薪ま
き

山や
ま

」（
盛
岡
藩
）、「
薪ま
き

明あ
け

山や
ま

」（
秋
田
藩
）、「
薪ま
き

御ご

免め
ん

山や
ま

」（
会
津
藩
）
な
ど
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
御
救
い
山

と
は
異
な
る
が
、
百
姓
備
え
山
と
し
て
「
一い
っ

村そ
ん

備そ
な
え

山や
ま

」

（
秋
田
藩
）、「
村む
ら

囲か
こ
い

山や
ま

」（
会
津
藩
）、「
非ひ

常じ
ょ
う

備そ
な
え

山や
ま

」

（
幕ば
く

領り
ょ
う）な

ど
の
よ
う
に
常
設
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
（
３
）。

例
え
ば
、
弘
前
藩
で
は
、
元
禄
期
（
１
６
８
８
～

１
７
０
４
）・
宝
永
期
（
１
７
０
４
～
１
１
）・
享
保
期

（
１
７
１
６
～
３
６
）
な
ど
に
も
御
救
い
山
の
記
録
が

確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
天
明
の
飢
饉
に
お
け
る
御

救
い
山
の
様
相
を
み
て
み
よ
う
（
４
）。
藩
は
天
明
３

年
（
１
７
８
３
）
８
月
に
地
域
の
救
済
を
目
的
と
し
た

「
御お

救す
く
い

明あ
け

山や
ま

」
を
許
可
し
て
お
り
、
白
神
山
地
は
全
面

的
な
開
放
の
様
相
と
な
っ
た
。

西に
し

之の

浜は
ま

通ど
お
りで
は
、
各
村む
ら

領り
ょ
う

惣そ
う

山や
ま

の
御
留
山
が
村
民

に
開
放
さ
れ
た
が
、
村
に
よ
っ
て
異
な
る
伐
採
方
法
が

と
ら
れ
た
。
①
中
村
沢
目
村
（
現
・
青
森
県
鰺あ
じ

ヶが

沢さ
わ

町
）

領
惣
山
で
は
、
天
明
５
年
（
１
７
８
５
）
４
月
ま
で
山

守
に
ス
ギ
・
マ
ツ
１
１
０
本
の
伐
採
が
許
さ
れ
、
そ
の

後
は
仕し

立た
て

見み

継つ
ぎ

方か
た

と
さ
れ
た
。
仕
立
見
継
方
と
は
、
村

や
百
姓
が
植
林
を
藩
に
願
い
出
て
、
成
木
し
た
後
に
木

材
の
利
用
が
許
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
、
願
い
出
た
百

姓
た
ち
は
仕し

立た
て

守も
り

と
呼
ば
れ
て
救
済
さ
れ
た
。
②
深
浦

村
（
現
・
青
森
県
深
浦
町
）
領
惣
山
で
は
、
天
明
５
年

４
月
ま
で
麓ふ
も
との
村
々
に
１
丈
５
寸
（
３
・
15
㍍
）
角
以

上
の
ヒ
ノ
キ
伐
採
が
許
さ
れ
、
そ
の
後
は
御
留
山
と
さ

れ
た
。
伐
採
の
時
期
や
寸
法
・
本
数
は
、
村
に
よ
っ
て

相
違
が
あ
っ
た
。
③
田
野
沢
村
（
同
・
深
浦
町
）
領
惣

山
で
は
、
天
明
５
年
４
月
ま
で
角
材
木
に
な
ら
な
い
ヒ

ノ
キ
の
丸
太
に
つ
き
伐
採
を
許
可
さ
れ
、
そ
の
後
は
御

留
山
と
さ
れ
た
。
全
体
的
に
は
、
②
の
方
法
を
と
っ
た

村
が
多
か
っ
た
。
藩
は
村
々
の
被
害
状
況
な
ど
を
勘
案

し
て
、
木
材
を
伐
る
た
め
に
山
に
入
る
杣そ
ま

入い

り
の
期
間

な
ど
を
決
定
し
て
お
り
、
御
救
い
山
が
救
済
機
能
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
弘
前
城
下
に
近
い
御
救
い
山
で
は
問
題
も

あ
っ
た
。
和わ
っ

徳と
く

組
（
現
・
青
森
県
弘
前
市
）
に
設
定
さ

れ
た
御
救
い
山
で
は
、
藩
士
や
町
人
ま
で
も
が
入
り
込

み
、
な
か
に
は
馬
を
使
っ
て
大
勢
で
伐
採
す
る
者
も
あ

り
、
本
来
の
救
済
対
象
で
あ
る
百
姓
た
ち
の
利
用
の
た

め
に
、
藩
が
藩
士
や
町
人
に
よ
る
伐
採
に
歯
止
め
を
掛

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
弘
前
藩
で
は
、
宝
永
４
年
（
１
７
０
７
）
に

御
救
い
山
が
許
さ
れ
る
と
、
伐
採
の
代
償
と
し
て
御
礼

銭
や
、
杣
役
・
沖お
き

口ぐ
ち

役や
く

銀ぎ
ん

な
ど
が
課
せ
ら
れ
、
資
金
的

な
余
裕
の
な
い
百
姓
た
ち
は
杣
取
り
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
場
合
、
藩
は
伐
採
権
を
商
人
に
売
却
し
、
百

姓
た
ち
は
そ
の
商
人
の
も
と
で
低
額
な
労
賃
を
得
る
に

留
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
御
救
い
山
の
大
規
模
な
伐
採

に
は
、
資
金
が
必
要
な
こ
と
も
あ
り
、
百
姓
た
ち
の
救

済
に
直
接
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
他
に
も
、

天
保
期
（
１
８
３
０
～
４
４
）
に
は
、
御
救
い
山
と
し

て
開
放
さ
れ
た
山
林
に
お
い
て
、
藩
か
ら
伐
採
を
許
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
木
ま
で
も
が
伐
採
さ
れ
る
と
い
う
盗

伐
も
問
題
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
秋
田
藩
で
は
、
七な
ぬ
か
い
ち

日
市
村
（
現
・
秋
田
県

北
秋
田
市
）
に
お
い
て
、
雑
木
林
が
18
世
紀
前
半
に

「
御お

札ふ
だ

山
」（
御
留
山
）
に
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
は
度
々
御
救
い
山
と
し
て
開
放
さ
れ
、
天
明
４
年

（
１
７
８
４
）
の
御
救
い
山
の
後
に
は
、
小
さ
い
雑
木

の
生は

え
て
い
る
柴し
ば

山や
ま

と
な
っ
て
い
た
（
５
）。
こ
の
よ

う
な
御
救
い
山
と
し
て
利
用
し
た
後
の
柴
山
化
は
、
こ

の
地
域
で
数
カ
所
確
認
で
き
る
。

森
へ
向
か
う
人
々

飢
饉
に
な
る
と
、
御
救
い
山
の
他
に
も
、
村
人
た
ち

は
山
野
に
入
っ
て
自
然
採
集
に
よ
っ
て
食
料
を
獲
得
し

て
い
た
。
何
ら
か
の
理
由
で
常
食
と
は
な
り
に
く
く
、

非
常
食
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
植
物
の
こ
と

を
救
き
ゅ
う

荒こ
う

草そ
う

木も
く

と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
草
木
な
ど
を
採
集

し
た
の
で
あ
る
。救
荒
草
木
に
は
、ハ
ス
の
葉
、ト
コ
ロ
、

ト
チ
の
実
、
ワ
ラ
ビ
、
ヨ
モ
ギ
の
葉
、
ノ
ギ
ク
、
ヤ
マ

ゴ
ボ
ウ
、
フ
キ
、
フ
ジ
の
葉
、
ア
ザ
ミ
、
ゼ
ン
マ
イ
な

ど
、
現
在
で
も
山
菜
と
し
て
食
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含

ま
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
森
か
ら
採
集
さ
れ
て

食
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
６
）。

本
稿
で
は
、
出
羽
国
最
上
郡
南
山
村
（
現
・
山
形
県
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ア
ザ
ミ
、
ヨ
モ
ギ
、
ガ
ザ
（
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
）
の
葉
、
カ

ラ
ス
ウ
リ
の
根
、
ミ
ズ
ナ
、
ヒ
エ
、
ナ
ダ
イ
コ
ン
の
種
、

ト
チ
、
ク
リ
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
実
際

に
製
法
を
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
食
用
に
な
る
と
判
断

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
飢
饉
に
際
し
て
、
人
々
は
森
へ
向
か

い
、
食
料
を
調
達
し
て
飢
え
を
凌
ご
う
と
し
、
飢
饉
を

凌
ぐ
た
め
の
知
恵
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

救
荒
書
の
普
及

一
方
、
飢
饉
を
生
き
延
び
る
術す
べ

に
つ
い
て
記
し
た
書

物
も
生
ま
れ
た
。
救
き
ゅ
う

荒こ
う

書し
ょ

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
で

あ
る
。
天
保
の
飢
饉
に
よ
っ
て
、
多
く
の
救
荒
書
が
出

さ
れ
、
領
主
に
も
奨
励
さ
れ
て
い
き
、
地
方
へ
の
大
量

流
布
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
天
保
期
以
降
、
特

大
蔵
村
）
の
庄
屋
で
あ
っ
た
柿
崎
弥
左
衛
門
の
例
を
紹

介
し
よ
う
（
７
）。
現
在
、
肘ひ
じ

折お
り

温
泉
の
あ
る
地
域
で

あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
天
保
４
年
（
１
８
３
３
）
５
月

25
日
か
ら
26
日
に
か
け
て
大
雨
に
よ
る
大
洪
水
に
見
舞

わ
れ
、
場
所
に
よ
っ
て
は
山
崩
れ
も
発
生
し
た
。
こ
の

災
害
と
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
弥
左
衛
門
が
『
天て
ん

保ぽ
う

年ね
ん

中ち
ゅ
う

巳み
の

荒あ
れ

子し

孫そ
ん

伝で
ん

』（
８
）
と
い
う
詳
細
な
記
録
を

残
し
て
お
り
、
当
時
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
記
述
か
ら
食
料
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

こ
の
地
域
で
は
、
大
洪
水
に
遭
っ
て
飢
饉
に
苦
し
む

家
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
家
に
対
し
て
、
庄
屋
の
弥

左
衛
門
は
、
米
２
～
３
升
ず
つ
毎
日
貸
し
付
け
、
朝
か

ら
食
わ
ず
に
来
た
と
い
う
者
が
あ
れ
ば
、
家
内
の
昼
食

の
つ
も
り
で
煮
て
お
い
た
粥か
ゆ

を
食
わ
せ
、
家
内
で
食
べ

る
分
が
足
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
、
は
じ
め
か
ら
施
行
す
る
と
い
う
と
、
我
も
我

て
の
庄
屋
な
り
」
と
心
得
て
、
自
ら
の
才
覚
で
施
行
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

他
に
も
弥
左
衛
門
は
、
領
主
で
あ
る
新
庄
藩
に
対
し

て
、
御
林
な
ど
の
中
か
ら
松
皮
を
食
用
と
す
る
た
め
に

松
１
０
０
０
本
の
利
用
を
願
い
出
て
い
る
。
松
の
生
皮

を
剝
ぎ
取
り
、
灰あ

汁く

で
や
わ
ら
か
く
な
る
ま
で
煮
て
細

か
く
刻
み
、そ
れ
を
餅
に
混
ぜ
込
ん
だ
。
こ
の
製
法
は
、

他
村
の
組
頭
が
最
上
町
（
現
・
山
形
県
最
上
町
）
へ
わ

ざ
わ
ざ
行
っ
て
見
習
っ
て
き
た
方
法
で
、
そ
の
組
頭
を

弥
左
衛
門
宅
へ
呼
び
寄
せ
て
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
良

い
食
用
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
南
山
村
内

の
組
頭
た
ち
を
呼
ん
で
松
皮
餅
に
し
て
振
る
舞
い
、
そ

の
調
理
方
法
は
各
組
下
へ
伝
え
ら
れ
て
村
で
用
い
ら
れ

た
。
入
念
に
製
す
れ
ば
腹
中
に
障さ
わ

り
は
な
い
と
い
う
。

弥
左
衛
門
は
、
そ
の
他
に
も
食
用
で
き
る
も
の
と
し

て
、ト
コ
ロ
（
図
２
）、ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
の
葉
、ユ
リ
、フ
キ
、

図２　萆
とこ ろ
薢（『備荒草木図』）（国立公文書館デジタルアーカイブ

１９７―０００８）

も
と
大
勢
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
村
内

に
対
し
て
は
、
組
頭
（
数
人
の
村
内
百
姓

で
編
成
さ
れ
た
組
の
長
）
が
願
書
を
つ
く

り
、
来
秋
中
に
組
頭
が
必
ず
取
り
立
て
て

返
済
す
る
と
い
う
書
付
に
し
た
が
、
実
は

取
り
立
て
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、
村
方
で
質し
ち

草ぐ
さ

な
ど
が
な

く
と
も
、
餓
死
に
な
り
そ
う
な
者
だ
け
を

日
々
救
済
し
、
粥
、
味
噌
や
塩
な
ど
ま
で

有
り
合
わ
せ
の
も
の
を
施
行
し
た
。
期
間

と
し
て
は
、
村
内
の
者
た
ち
へ
短
い
者
に

は
10
日
間
、
長
い
者
で
は
５
カ
月
間
ま
で

行
っ
た
。
粥
な
ど
を
準
備
し
つ
つ
、
飢き

人に
ん

た
ち
の
状
況
に
合
わ
せ
て
施
行
し
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。弥
左
衛
門
は「
村
方
あ
っ

有
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
と

さ
れ
る
（
９
）。
こ
の
よ
う
な
流

布
の
以
前
、
救
荒
書
の
先
駆
け
と

な
っ
た
の
は
、
建た
て

部べ

清せ
い

庵あ
ん

著
『
民み
ん

間か
ん

備び

荒こ
う

録ろ
く

』
で
あ
っ
た
（
10
）。

建
部
清
庵
（
１
７
１
２
～
１
７ 

８
２
）は
、正
徳
２
年（
１
７
１
２
）

に
陸
奥
一
関
藩
（
藩
主
は
田
村

家
）
の
藩
医
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
享
保
15
年
（
１
７
３
０
）

か
ら
江
戸
遊
学
を
許
さ
れ
、
10
年

間
に
わ
た
っ
て
和お
ら
ん
だ蘭
医
学
な
ど
を

学
び
、
元
文
５
年
（
１
７
４
０
）

に
一
関
へ
戻
り
、
延
享
４
年

（
１
７
４
７
）
に
家
督
を
継
い
で
、
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宝
暦
５
年
（
１
７
５
５
）
か
ら
二
代
目
清
庵
を
名
乗
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
年
、
東
北
地
方
で
は
飢
饉
と
な

り
（
宝
五
の
飢
饉
と
い
わ
れ
る
）、
清
庵
は
そ
の
惨
状

を
み
て
、
そ
の
対
応
の
た
め
に
『
民
間
備
荒
録
』
上
・

下
巻
を
執
筆
し
た
。

こ
れ
は
、
一
関
藩
へ
献
策
さ
れ
、
写
本
な
ど
に
し
て

藩
領
内
で
配
布
さ
れ
た
が
、
村
々
で
の
具
体
的
な
利
用

ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後

こ
の
書
は
刊
行
さ
れ
る
。現
物
の
残
る
最
も
古
い
版
は
、

明
和
８
年
（
１
７
７
１
）
の
刊
行
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、

寛
政
８
年
（
１
７
９
６
）、
文
政
７
年
（
１
８
２
４
）、

文
政
13
年
（
１
８
３
０
）、
天
保
４
年
（
１
８
３
３
）、

天
保
６
年
（
１
８
３
５
）
と
続
け
て
刊
行
が
確
認
で
き
、

嘉
永
２
年
（
１
８
４
９
）
に
は
『
清
庵
漫
筆
』
と
い
う

書
名
で
、『
民
間
備
荒
録
』
の
内
容
が
刊
行
さ
れ
た
。

版
元
は
、
明
和
本
が
須
原
屋
市
兵
衛
の
単
独
で
あ
っ
た

が
、
寛
政
本
は
大
坂
の
河
内
屋
八
兵
衛
・
丹
波
屋
助
七

の
２
名
、
文
政
本
は
京
都
の
出
雲
寺
文
二
郎
ら
７
名
で

あ
っ
た
。
版
元
の
数
か
ら
も
需
要
の
拡
大
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
民
間
備
荒
録
』
の
内
容
を
み
る
と
、
中
国
の
本
草

書
や
救
荒
書
で
あ
る
『
本ほ
ん

草ぞ
う

綱こ
う

目も
く

』・『
荒こ
う

政せ
い

要よ
う

覧ら
ん

』・

『
農
政
全
書
』、
日
本
の
宮
崎
安
貞
『
農
業
全
書
』、
貝

原
益
軒
『
大や
ま
と和

本ほ
ん

草ぞ
う

』
な
ど
か
ら
の
引
用
が
あ
り
、
参

考
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
巻
は
「
備
荒
樹じ
ゅ

芸げ
い

之
法
」「
備
荒
儲ち
ょ

蓄ち
く

之
法
」、
下
巻
は
11
項
目
あ
る

が
「
食く
さ
き
の
は
を
く
い
よ
う

草
木
葉
法
」
が
中
心
で
あ
る
。
草
木
の
栽
培
や

そ
の
食
べ
方
に
多
く
の
丁
数
を
割
い
て
い
る
と
い
え
よ

う
。こ

の
点
の
重
要
性
は
、
清
庵
が
そ
の
後
の
著
作
と
し

て
『
備
荒
草
木
図
』
を
明
和
八
年
に
ま
と
め
て
い
る
こ

と
か
ら
も
確
認
で
き
る（
11
）。こ
れ
は
、『
民
間
備
荒
録
』

に
掲
載
し
た
救
荒
植
物
を
中
心
に
し
て
、
つ
く
っ
た
図

集
で
あ
る
。
上
巻
に
43
、
下
巻
に
61
、
合
計
１
０
４
の

植
物
が
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
、
文
字
の
読
め
な
い
庶
民

で
あ
っ
て
も
救
荒
植
物
を
一
目
瞭
然
と
す
る
た
め
の
配

慮
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、『
民
間
備
荒
録
』の
付
図
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
天
保
４
年

（
１
８
３
３
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
杉
田
伯は
く

元げ
ん

（
清
庵

の
五
男
で
、
杉
田
玄
白
の
養
子
）
の
校
訂
、
杉
田
立り
ゅ
う

卿け
い

（
杉
田
玄
白
の
次
男
）
の
再
校
訂
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
。

清
庵
の
執
筆
か
ら
刊
行
の
時
期
ま
で
は
、
日
本
に
お
け

る
本
草
学
の
発
展
が
著
し
か
っ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い

る
。
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
薬
物
に
関
す
る
学
問
で
あ
る

本
草
学
は
、
次
第
に
博
物
学
的
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に

な
り
、
日
本
に
お
い
て
も
、
貝
原
益
軒
「
大
和
本
草
」、

稲い
の

生う

若じ
ゃ
く

水す
い

「
庶し
ょ

物ぶ
つ

類る
い

纂さ
ん

」、
小お

野の

蘭ら
ん

山ざ
ん

「
本ほ
ん

草ぞ
う

綱こ
う

目も
く

啓け
い

蒙も
う

」
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
成
果
も
大
い
に

『
備
荒
草
木
図
』
の
校
訂
へ
生
か
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
杉
田
玄
白
と
建
部
清
庵
は
、
書
簡
を
交
換
し
て

い
て
、『
和
蘭
医
事
問
答
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
こ

れ
も
杉
田
伯
元
に
よ
っ
て
寛
政
７
年
（
１
７
９
５
）
に

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
救
荒
書
は
、『
民
間
備
荒
録
』
以
降
も

数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
上
杉
治
憲
ほ
か
編
『
か
て

も
の
』（
享
和
２
年
〈
１
８
０
２
〉
刊
）、
鈴
木
武
助

『
農の
う

喩ゆ

』（
文
化
８
年
〈
１
８
１
１
〉
刊
）、
大
蔵
永
常

『
日に
ち

用よ
う

助じ
ょ

食し
ょ
く

竈か
ま
どの
賑
に
ぎ
わ
い』（
天
保
４
年
〈
１
８
３
３
〉
刊
）、

高
野
長
英
『
救
荒
二
物
考
』（
天
保
年
間
刊
）、
遠
藤
勝

助
『
救
荒
便
覧
』（
天
保
４
年
・
天
保
７
年
〈
１
８
３
６
〉

刊
）、
羽
田
野
敬
雄
『
き
ゝ
ん
の
こ
ゝ
ろ
え
』（
万
延
元

《
注
》

（
１
）
菊
池
勇
夫
『
近
世
の
飢
饉
』（
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
７
年
）。

（
２
）
深
谷
克
己
『
百
姓
成
立
』（
塙
書
房
、
１
９
９
３
年
）。

（
３
）
栗
原
健
一
「
江
戸
時
代
の
飢
饉
と
森
林
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
徳

川
の
歴
史
再
発
見　

森
林
の
江
戸
学
Ⅱ
』
東
京
堂
出
版
、
２
０
１
５

年
）。

（
４
）
長
谷
川
成
一
『
北
の
世
界
遺
産
白
神
山
地
の
歴
史
学
的
研
究
』（
清
文

堂
出
版
、
２
０
１
４
年
）。

（
５
）『
鷹
巣
町
史
』
別
巻
資
料
編
２
（
１
９
８
７
年
）。

（
６
）
以
下
、
具
体
的
な
救
荒
草
木
に
つ
い
て
は
、
高
垣
順
子
『
改
訂
米
澤

藩
刊
行
の
救
荒
書
『
か
て
も
の
』
を
た
ず
ね
る
―
「
か
て
物
」・「
か

手
物
」
そ
し
て
「
か
て
も
の
」
―
』（
歴
史
春
秋
出
版
、２
０
１
０
年
）

も
参
考
に
し
た
。

（
７
）
栗
原
健
一
「『
天
保
年
中
巳
荒
子
孫
伝
』
に
み
る
山
村
の
災
害
と
救
済

―
出
羽
国
最
上
郡
南
山
村
を
事
例
に
―
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研

究
紀
要
』
52
号
、
２
０
１
８
年
）。

（
８
）
森
嘉
兵
衛
・
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
７
巻
飢
饉
・

悪
疫
（
三
一
書
房
、
１
９
７
０
年
）
所
収
。

（
９
）
今
田
洋
三
『
江
戸
の
本
屋
さ
ん
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
２
０ 

０
９
年
、
初
出
は
日
本
放
送
出
版
協
会
、
１
９
７
７
年
）。

（
10
）
山
田
龍
雄
ほ
か
編
『
民
間
備
荒
録
・
北
条
郷
農
家
寒
造
之
弁
・
農
事

常
語
・
無
水
岡
田
開
闢
法
・
上
方
農
人
田
畑
仕
法
試
・
耕
作
口
伝
書
』

〈
日
本
農
書
全
集
18
〉（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
１
９
８
３
年
）。
あ
わ

せ
て
、
同
書
所
収
の
安
孫
子
麟
・
守
屋
嘉
美
「（
民
間
備
荒
録
）
解
題
」

を
参
照
し
た
。

（
11
）
佐
藤
常
雄
ほ
か
編
『
備
荒
草
木
図
・
農
家
心
得
草
・
薬
草
木
作
植
書
付
・

農
家
用
心
集
』〈
日
本
農
書
全
集
68
本
草
・
救
荒
〉（
農
山
漁
村
文
化

協
会
、
１
９
９
６
年
）。
あ
わ
せ
て
、
同
書
所
収
の
田
中
耕
司
「（
備

荒
草
木
図
）
解
題
」
を
参
照
し
た
。

年〈
１
８
６
０
〉刊
）、斎
藤
拙
堂『
増
補
救
荒
事じ

宜ぎ

』（
文

久
元
年
〈
１
８
６
１
〉
刊
）
な
ど
、
挙
げ
は
じ
め
れ
ば

き
り
が
な
い
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
救
荒
書
は
、
江
戸
時
代
に
写

本
や
出
版
と
い
う
か
た
ち
で
流
布
し
て
い
き
、
飢
饉
に

遭
っ
た
人
々
が
生
き
延
び
る
た
め
に
役
立
て
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
民
間
で
の
経
験
知
の
蓄
積
と
救
荒
書
の

刊
行
・
普
及
に
よ
り
、
飢
饉
対
策
の
知
恵
が
広
が
っ

た
。
そ
の
中
で
も
、
森
の
恵
み
で
あ
る
草
木
の
利
用
に

関
す
る
内
容
が
多
く
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
も
、
飢
饉
へ
対
抗
す
る
最
後
の
砦
は
、
森
の
食
料
資

源
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。




