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中
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甲州道中布田五ケ宿について

近
世
の
村
の
も
っ
て
い
る
変
貌
の
傾
向
や
方
向
が
地
域
的
に
ど
の
よ
う
に
相
違
し
て
い
る
か
を
究
明
し
つ
つ
あ
る
筆
者
は
、
今
回
、
宿

ふ

だ

駅
で
あ
り
ま
た
江
戸
と
い
う
大
都
市
の
近
郊
に
も
あ
っ
て
複
雑
な
要
素
を
も
っ
甲
州
道
中
布
団
五
ケ
宿
を
選
び
究
明
す
る
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
資
料
に
つ
い
て
次
の
二
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

け

残
存
入
手
資
料
が
ほ
と
ん
ど
近
世
後
期
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
期
を
主
と
し
た
と
い
う
こ
と
。

q 

布
団
五
ケ
宿
と
は
国
領
、
下
布
田
、
上
布
田
、
下
石
原
、
上
石
原
の
各
宿
を
さ
す
が
、
全
宿
の
資
料
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
宿
の
中
心
部
に
位
置
す
る
上
布
田
と
下
石
原
の
二
宿
の
資
料
を
中
心
に
検
討
し
五
ケ
宿
を
推
定
し
た
こ
と
。

一
、
布
田
五
ケ
宿
の
概
況

147 

布
団
五
ケ
宿
は
い
う
ま
で
も
な
く
甲
州
道
中
の
一
宿
で
江
戸
日
本
橋
よ
り
六
里
の
距
離
に
あ
り
、
江
戸
近
郊
と
考
え
て
さ
し
っ
か
え
あ
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布団五ケ宿旅護屋数

宿 村| 数

国 領 1 

下 布 回 3 

上 布 回 1 

下 石 原‘ O 

上 石 原 4 

計

第 1表第 2表

出典:文政4年(1821)宿方銘細帳

嘉永 2年(1849)下石原付明細帳

る
ま
い
。
五
ケ
宿
の
長
さ
は
約
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
強
で
あ
り
、
街
道
に
そ
っ
た
単
線
路
村
型
の
形
態
を

示
す
。
宿
と
し
て
は
五
街
道
一
般
の
宿
と
異
な
っ
て
本
陣
も
脇
本
陣
も
な
い
、
ま
た
地
子
免
許
も
な

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
旅
龍
屋
は
天
保
一
四
年
の
宿
村
大
概
帳
に
よ
れ
ば
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。

総
戸
数
三
八
八
戸
で
あ
る
か
ら
旅
寵
屋
率
二
・
三
%
で
あ
り
旅
寵
率
の
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
も
こ
の
表
の
う
ち
国
領
と
上
布
田
の
も
の
は
小
規
模
で
大
旅
寵
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
人

馬
の
継
立
は
五
ケ
宿
に
そ
れ
ぞ
れ
問
屋
場
が
お
か
れ
、

一
カ
月
を
六
日
交
代
で
分
担
し
勤
め
て
い

宿
で
は
こ
れ
ら
の
人
馬
を
家
の
間
口
割
に
し
て
担
せ
し
め
、
六
間
間
口
に
て
人
足
一
人
、
間
口
十
二
聞
の
も
の

た
。
宿
の
継
立
人
馬
は
二
十
五
人
二
十
五
疋
で
、
そ
の
内
訳
は
第
2
表
の
通
り
で
あ
る
。

馬
一
匹
を
相
勤
め
た
。

助
郷
村
は
明
和
九
年
(
一
七
七
二
)

の
文
書
に
よ
る
と
二
六
カ
村
あ
り
、
そ
の
村
高
九

O
一
O
石
で
あ
っ
た
。

助
郷
村
は
多
摩
川
沿
岸
の
村
か
多
摩
丘
陵
内
の
村
で
主
に
宿
の
西
南
方
に
分
布
し
て
い
た
(
第
1
図
)
。
宿
と
助
郷

と
の
関
係
で
は
人
馬
触
当
の
こ
と
で
一
回
紛
争
が
お
き
て
い
る
が
、
助
郷
負
担
分
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
大
名

交
通
も
少
な
い
本
宿
で
は
他
の
宿
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
深
刻
な
紛
争
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

甲
州
道
中
を
通
過
す
る
大
名
は
、
信
州
高
嶋
藩
、
同
高
遠
藩
、
同
飯
田
藩
の
三
侯
八
万
三
千
石
で
あ
っ
た
が
、

中
山
道
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
り
、
東
海
道
や
他
の
街
道
に
比
較
し
て
は
る
か
に
通
過
が
少
な
い
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
近
世
中
期
以
後
の
江
戸
の
消
費
経
済
の
発
達
は
甲
州
や
郡
内
か
ら
江
戸
向
け
の
商
品
も
増
加
し
、
甲
州
道

中
も
そ
う
し
た
交
通
量
が
ふ
え
て
い
っ
た
。
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)

の
資
料
①
に
よ
る
と
、
甲
州
の
ぶ
ど
う
、



甲州道中布団五ケ宿について

b ":? 
6 

8 

04km  

布田五ケ宿助郷村分布第 1図

石

官
同名

1 上飛田給 328石 14 押 立 320石

2 下飛田給 184 15 平日 泉 223 

3 大 沢 323 16 E句 井 77 

4 中野嶋 243 17 長 沼 451 

5 矢野口 843 18 上麻生 500 

6 台支 浜 246 19 下麻生 293 

7 平 尾 191 20 片 平 292 

8 宿河原 244 21 万福寺 70 

9 五反田 585 22 黒 )11 260 

10 長田 01 200 23 栗 木 81 

11 上菅生 795 24 古 沢 65 

12 Y間Z了I 石 100 25 五カ田 39 

13 菅 1067 26 立支えム 戸 885 

11 
陵

丘12 

21 

石村高名村

摩

23 

25 24 
20 

18 

19 

な
し
か
き
な
ど
の
水
菓
子
類
、
津
久
井
の
鮎
、
ま
た
紙
、
煙
草
の
類
が
下
り
荷
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
宿
に
口
銭
を

7 
22 

支
払
っ
て
通
過
す
る
賃
附
馬
(
中
馬
)
が
そ
の
輸
送
に
あ
た
っ
た
。
こ
れ
ら
商
品
荷
物
が
ど
の
く
ら
い
一
カ
年
に
運
搬
さ
れ
た
か
と
い
う

149 

と
次
の
下
石
原
宿
の
口
銭
の
積
立
資
料
が
あ
る
の
で
み
て
み
た
い
。
こ
れ
は
布
団
五
ケ
宿
の
中
で
下
石
原
宿
が
代
表
し
て
、
上
り
下
り
の
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口銭の積立

銭

第 3表

積立金額

5貫657文

5 617 

5 362 

6 446 

5 615 

6 506 

6 994 

6 95 

(下石原宿:宿方銘細帳による)

荷
物
一
駄
に
つ
き
二
文
と
り
た
て
た
も
の
を
す
べ
て
積
み
た
て
た
も
の
で
あ
る
。
上
り
下
り

代

文化10(1813) 

グ 11(1814) 

グ 12(1815) 

// 13 (1816) 

グ 14(1817) 

// 15 (1818) 

文政 2 (1819) 

// 3 (1820) 

の
区
別
が
な
い
が
下
り
荷
物
の
方
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
カ
年
お
よ
そ
六
貫
文
か
ら

年

ニ
、
戸
口
と
職
業
構
成

七
貫
文
あ
る
か
ら
コ
一

0
0
0駄
か
ら
三
五

O
O駄
の
荷
物
が
通
過
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
抜
荷
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
実
際
の
商
品
の
輸
送
は
こ
れ
を
上
廻
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
近
世
中
期
以
後
の
商
品
輸
送
量
と
往
来
人
の
増
加
は
布
田
五
ケ
宿
の
宿

と
し
て
の
機
能
に
影
響
を
与
え
と
後
述
す
る
よ
う
に
、
宿
場
関
係
の
職
業
の
増
加
を
示
す
よ

う
に
な
っ
た
。

次
に
布
団
五
ケ
宿
の
中
で
上
布
田
と
下
石
原
を
中
心
と
し
た
戸
数
と
人
口
の
推
移
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
4
表
に
よ
る
と
幕
末
期

に
な
る
に
つ
れ
て
両
宿
と
も
戸
数
が
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
気
づ
く
こ
と
は
天
保
年
聞
が
そ
の
前
よ
り
減
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
第
5
表
の
人
口
推
移
を
窺
う
と
戸
数
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
幕
末
期
に
戸
数
と
人
口
が
増
加
し
た
と
い
う

事
実
は
そ
の
支
持
力
が
ま
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
理
由
は
後
述
す
る
。

性
別
人
口
を
み
る
と
上
布
田
村
宝
暦
三
年
(
一
七
五
三
)
こ
ろ
は
男
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
や
が
て
女
子
人

口
の
方
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
下
石
原
も
末
期
に
な
る
に
従
い
女
子
人
口
が
ふ
え
て
い
る
。
こ
れ
は
他
地
域
か
ら
の
流
入
か
、
そ
こ
に
な

ん
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
の
職
業
構
成
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
農
業
を
営
む
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
第
6
表
に
よ
っ
て
農
業
以
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第4表戸数の推移

i子\~I 国 領 l下布回|上布田| 下 石 原 | 上 石 原

戸 戸 戸 戸 戸

宝暦 12(1762) 35 

享 和 4 (1804) 32 

文化 4 (1807) 86 

天保 5 (1834) 58 104 35(33) 72 83 

天保 14(1843) 61 95 37(31) 91 73 

嘉永 2 (1849) 38 95 

慶応 2 (1866) 89 

慶応 3 (1867) 43 95 

明治 2 (1869) 108 

( )内は小島分

第 5表人口の推移

iJ\~I 上 布 回 下 石 原

男 女 計 男 女 5十
人 人

宝暦 3 (1753) 120 73 193 

宝暦 12(1762) 89 89 178 

享和 4 (1804) 86 82 168 

文化 4 (1807) 194 215 409 

天保 14(1843) 219 229 448 

嘉永 2 (1849) 83 90 173 217 236 453 

慶応 2 (1866) 225 247 472 

慶応 3 (1867) 115 128 243 228 262 490 

明治 2 (1869) 251 286 537 
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業

村|年 代 1 渡 t吐

上 享和4 (附4)I四一類商 1 叫引商1 日 1

蕎麦 1 紺屋 1 桶工 1 髪結 1

布
文政 4 (1821) I 酒他商 1 蕎麦 1 旅人宿 1 桶屋 1 神職 1 不明 3

加 4川桶荒物1 醤吋1 慨世 1 ;1R?'GiaW:4 

旅人宿 1 建具屋 1 木挽 1 不明 2
回

慶応 3 (1867) I食売旅寵 3 煮売 1 居酒屋 1 不明 2

文化 4 (即7)I町商1 一餅菓子 1 *Jl;~~~粉 1
下 桶工 1 大工 1 農間水車稼 1 不明 1加…雌 1 茶商 1 餅菓子2 荒物商3 柑 1

石 大工 1 醤油造稼者 1

明治:3 (1870) I 貸座敷2 質屋2 漁師 7 人力車夫 1

原 山(18即1873肝873η3)I一敷2 植木 1 蔽 2 魚屋1 菓子2

大工 1 髪結 1 人力車夫 1 不明 2

就のタト以業農第 B表

(村差出明細帳，数日調査による)

外
に
ど
ん
な
渡
世
を
営
ん
で
い
た
か
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
窺

う
こ
と
に
す
る
。

資
料
的
に
は
様
々
な
記
載
か
ら
集
め
て
あ
る
の
で
、
書
く

人
に
よ
っ
て
こ
と
な
っ
た
り
規
準
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
こ

と
に
天
保
の
こ
ろ
が
ふ
え
、
そ
れ
以
後
増
加
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
に
ふ
え
て
い
な
い
の
は
記
載
も
れ
で
あ
ろ
う
。

農
業
以
外
の
渡
世
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
農
業
か
ら
は
な

れ
た
い
わ
ば
専
業
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
も
い
れ
ば
、

農
間
渡
世
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
第
6
表
で
は
時
代
の
古
い
記
載
の
も
の
が
農

間
渡
世
@
が
多
く
、
時
代
の
あ
と
の
も
の
が
専
業
が
ふ
え
て

い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
渡
世
を
全
戸
数
の
中
に
占

め
る
割
合
で
み
る
と
、
上
布
回
村
享
和
四
年
二
一
%
、
天
保

一
四
年
三
二
%
、
下
石
原
村
文
化
四
年
一
一
%
と
な
っ
て
お

り
、
こ
こ
ろ
み
に
東
海
道
の
宿
と
比
較
し
て
み
る
と
、
寛
政

末
期
か
ら
文
化
の
初
め
の
保
土
ケ
谷
宿
③
が
三
一
%
、
天
保

一
四
年
の
品
川
宿
@
が
三
七
%
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
よ
り



小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
農
村
的
色
彩
の
こ
い
宿
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

し
か
し
文
政
の
噴
よ
り
幕
末
に
か
け
て
農
業
以
外
の
渡

世
が
ふ
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
旅
人
相
手
の
宿
場
町
的
要
素
が
増
大
し
て
い
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
宿
場
に
よ

る
人
口
支
持
力
も
大
き
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
付
加
す
べ
き
こ
と
は
慶
応
三
年
の
食
売
旅
寵
と
明
治
初
年
の
遊
女
貸
座
敷
と
い
う

記
載
で
あ
る
。
こ
れ
は
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
幕
府
が
布
団
五
ケ
宿
に
長
州
征
伐
の
費
用
と
し
て
五
千
両
の
献
金
を
す
る
よ
う
に
申
付

け
た
の
を
機
会
に
、
支
払
い
能
力
が
な
い
か
ら
と
し
て
食
売
旅
寵
設
置
を
願
い
で
て
許
可
さ
れ
、
食
売
屋
三

O
軒
、
食
売
女
一

O
O人
を

置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

天
保
年
間
ご
ろ
か
ら
女
子
人
口
の
方
が
多
か
っ
た
当
宿
で
は
か
く
れ
た
食
売
女
も
当
然
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る

が
、
前
述
の
よ
う
な
事
情
か
ら
正
式
に
認
め
て
も
ら
う
形
式
を
と
り
、
こ
れ
以
後
公
然
と
食
売
女
を
お
く
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
食
売
女
は
他
地
域
か
ら
流
れ
こ
ん
で
く
る
も
の
で
@
女
子
人
口
の
増
加
に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
食
売

旅
寵
の
認
可
を
き
っ
か
け
と
し
て
布
団
五
ケ
宿
が
近
隣
の
歓
楽
地
的
消
費
経
済
の
小
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

甲州道中布団五ケ宿について

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。三

、
農
村
と
し
て
の
側
面

先
に
農
村
的
色
彩
の
こ
い
宿
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

ま
ず
一
戸
当
り
の
石
高
に
よ
っ
て
そ
れ
を
窺
っ
て
み
た
い
。
天
保
一

四
年
の
資
料
に
よ
る
と
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
領
八
石
四
斗
、
下
布
田
六
石
九
斗
、
上
布
田
三
石
九
斗
、
下
石
原
四
石
八
斗
、
上
石
原
八
石
二
斗

こ
れ
に
よ
る
と
、
主
に
と
り
あ
げ
た
上
布
田
と
下
石
原
は
布
団
五
ケ
宿
の
中
で
相
対
的
に
農
業
に
依
存
し
て
な
い
宿
村
で
あ
る
と
い
え

153 

る
。
そ
こ
で
同
じ
天
保
一
四
年
の
東
海
道
の
農
業
依
存
度
の
比
較
的
大
き
い
と
み
ら
れ
る
宿
場
@
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
川
崎
二
・
二



154 

布田五ケ宿の石高変化

77一一一一一工| 正保 (1644-7)[天保5 (脳)I球 14(附)

国 f長 396石 513石 513石

下 布 回 797 856 662 ? 

上 布 回 232 261 268 

下 石 原 260 641 641 

上 石 原 275 635 600 

第 7表

出典:武蔵正保田園簿，天保5年武蔵郡郷石高帳，天保14年甲州道中宿村大概帳

注:天保14年の資料は多少あいまいなので現地資料で補正した。

石
、
神
奈
川
一
・
八
石
、
保
土
ヶ
谷
二
・
八
石
と
い
ず
れ
も
布
団
五
ケ
宿
よ
り
小
さ
く
、
布
団

五
ケ
宿
の
農
業
依
存
度
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

耕
地
面
積
の
増
加
が
農
村
の
発
達
に
結
び
つ
く
に
は
増
反
に
よ
る
増
収
で
あ
る
の
で
、
そ
の

総
合
的
増
収
の
結
果
を
検
討
す
る
た
め
石
高
の
増
加
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
た
(
第
7
表
)
。
正

保
か
ら
天
保
に
か
け
て
い
ず
れ
も
増
加
し
、
耕
地
の
面
積
も
ふ
え
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
と
考
え
ら
れ
、
畑
が
主
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
正
保

こ
ろ
は
水
田
村
で
あ
っ
た
も
の
が
畑
作
主
体
の
村
と
移
行
し
た
。
後
期
は
ふ
え
な
い
で
停
滞
す

る
か
、
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
村
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
栽
培
作
物
の
変
化
と
か
農
業
以

外
の
職
業
に
依
存
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
資
料
は
省
略
す
る
が
、

地
目
別
耕
地
面
積
で
は
上
回
、
上
畑
の
比
率
は
小
さ
い
。
農
作
物
は
第
8
表
に
示
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
米
の
外
は
、
雑
穀
が
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
疏
菜
も
生

産
し
て
い
る
。
明
治
初
年
の
資
料
を
み
る
と
か
な
り
の
量
の
競
菜
を
生
産
し
て
い
た
よ
う
で
、

お
そ
ら
く
こ
れ
は
幕
末
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
特
産
物
と
し
て
瓜
⑦
の
生

産
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
瓜
も
含
め
て
こ
れ
ら
の
読
菜
は
国
領
の
隣
村
金
子
村
の
と
こ
ろ
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
版
売
先
は
お

そ
ら
く
江
戸
町
方
と
宿
場
で
あ
ろ
う
o

江
戸
表
へ
脹
売
さ
れ
て
い
た
も
の
に
は
こ
の
ほ
か
に
薪

が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
が
農
家
の
現
金
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
布
団
五
ケ
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物

粟

村

享和 4C18M)大麦小麦粟稗

大根豆荏蕎麦瓜之類作り申

侯

天保14(1843)大麦小麦桑刈豆

荏胡麻前栽物茄子瓜之類少々

作り申i戻
嘉来 2(1849)大麦小麦粟稗

大豆小豆荏蕎麦ごま刈豆

明治 3(1870)水稲55石早稲25石

大麦 300石小麦40石蕎麦35石

粟45石稗 120石黍20石大豆60

石 小 豆6石菜種 6石胡麻13石

荏13石読菜，青芋 500荷藷50駄

大根100駄 茄 子100荷南瓜30荷

桑 100駄製茶50貫目梨子10繕

田布上

作

苅豆

柿之

農

|下石原
文化 4(1807)大麦小麦

大根茄子芋

文政 4(1821)大麦小麦莱

荏大豆小豆蕎麦胡 麻

瓜之類作り申候当村産物栗

類

嘉来 2(1849)大麦小麦粟稗

大豆小豆蕎麦胡麻苅豆

明治 6(1873)大麦102石 小 麦118石

稗 250石胡麻2石菜種4石 薩

摩芋 150:駄小豆8石粟85石黍

37石蕎麦50石桑285:駄

駄柿15駄生糸 6貫目

里芋58

稗

稗

村

第 8:表

嘉7R3 (1850)稗粟大麦小麦

在蕎麦手大根前栽物は野菜

之外何方ヘ出商い之儀口口口無御座

候

村子金

宿
の
村
々
が
近
郊
農
村
的
要
素
@
を
も
つ
に
い
た
つ

(村明細帳，物産書上，数日調書による)

た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
農
作
物
の
生
産
に
は
肥
料
の
投
入
は
不

可
欠
で
あ
り
、
水
田
に
は
下
肥
、
干
鰯
、
油
粕
、

ふ

す
ま
、
酒
か
す
の
類
、
畑
は
下
肥
、
干
鰯
、
馬
糞
、

灰
糠
の
類
で
こ
の
ほ
か
、
芝
草
、
木
の
葉
な
ど
を
使

用
し
た
。
こ
れ
ら
の
肥
料
の
う
ち
下
肥
と
干
鰯
は
江

戸
か
ら
の
購
入
肥
料
で
あ
っ
た
。
と
く
に
下
肥
は
布

田
五
ケ
宿
を
含
む
江
戸
西
方
十
数
カ
村
で
、
購
入
に

つ
い
て
寛
政
、
天
保
に
儀
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
慶

応
三
年
(
一
八
六
七
)
に
諸
物
価
値
上
り
に
な
り
下

肥
な
ど
肥
料
ま
で
値
上
り
し
て
困
窮
し
て
い
る
と
い

う
記
録
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
購
入
肥
料
に
依
存
す

る
度
合
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
貨
幣
経
済
が

侵
透
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

農
民
の
階
層
構
成
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
階
層
構
成
の
変
化
を
示
す
資
料
で
布
団
五
ケ
宿
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成

r;;;;; 
金 子 村栄 上布田 下石原

天保 8(附)I安政 6(1859) 慶応 3(1867) 慶応 3(1867) 

無高 Op O戸 6戸 9}コ

0.9> 10 24 5 7 

1.0く 15 16 4 22 

2.0く 7 10 5 9 

3.0く 7 7 7 14 

4.0く 9 4 1 10 

5..0く 11 5 6 3 

6.0く 8 υ F 2 4 
今、

7.0く 5 4 。 1 

8.0く 4 2 。 2 

9.0く 3 1 2 5 

10.0く 7 8 4 7 

15.0く O 1 。 2 

20.0く 1 2 O 2 

30.0く O 。 O 2 

50.0く O 。 1 。

構層階第 g表

の
も
の
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
国
領
村
の
隣
村
金

子
村
の
も
の
を
示
し
、
上
布
田
と
下
石
原
の
資
料
は
慶

応
三
年
(
一
八
六
七
)

の
み
を
示
し
た
(
第
9
表
)
。
金

子
村
の
変
化
を
み
る
と
天
保
八
年
ご
ろ
五

l
八
石
の
層

が
か
な
り
存
在
し
た
の
に
安
政
六
年
に
な
る
と
減
少
し

て
い
る
。
安
政
六
年
に
は
コ
一
石
以
下
の
下
層
農
が
増
加

し
て
い
る
し
叩
石
以
上
の
層
も
増
加
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
幕
末
に
な
る
に
従
い
、
下
層
と
上
層
が
増
加
し
、

中
間
の
農
民
層
が
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
上
布
田
と
下
石
原
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
幕
末
期

で
あ
り
、
金
子
村
の
変
化
か
ら
推
測
し
て
下
層
農
と
土

層
農
が
増
加
し
て
い
る
状
況
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
両
極

分
解
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
い
。
こ
れ
は
貨

義国領村の1済

幣
経
済
の
浸
透
と
あ
い
ま
っ
て
こ
の
よ
う
に
変
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
渡
世
は
ど
の
よ
う
な
階
層
で
あ
っ
た
か
、
そ
の



)
-

n
‘u
一

村
応
一

慶
一

回
(
一

安
市
一

{一

布

関

下

l

の一

上
と
↑

官
同
一

表
石
一

叩
と
一

第
世
一渡一

甲州道中布団五ケ宿について

高

3石2斗 2升 5合

2 5 3  

無 高

!I 

!I 

!I 

グ

か
な
り
存
在
@
し
た
。

石世

百姓，JJ在籍屋渡世

11 1/ 

煮売渡

旅箆屋渡

居酒屋渡

不
と

関
係
を
第
四
表
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。

こ
れ
は
上
布
田
村
一
村
の
み
の
例
で
布
団
五
ケ
宿
す
べ
て
を
み
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、

つ
の
姿
は
把
握
し
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
農
業
以
外
の
渡
世
の
者
は
無

高
の
も
の
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
農
間
渡
世
の
場
合
の
石
高
も
大
き
く
は
な
い
。
こ
の

よ
う
に
下
層
農
や
無
高
の
も
の
は
宿
場
と
し
て
の
あ
り
方
に
生
活
の
道
を
求
め
て
い
た
の
で
あ

り
、
末
期
に
は
両
極
分
解
で
増
加
し
た
下
層
農
が
町
的
要
素
を
大
き
く
し
、
宿
場
に
依
存
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

し
か
し
宿
場
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な

/1 

い
か
ら
、
依
存
す
る
に
は
限
度
が
あ
り
、
農
業
に
も
宿
場
に
も
依
存
で
き
な
い
生
活
困
窮
者
が

世

世

位

明

渡

回
、
ま

め

一
般
に
近
世
に
お
い
て
五
街
道
に
宿
場
町
が
発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
、
が
、
布
田
五
ケ
宿
の
よ
う
な
場
合
は
疑
問
を
も
っ
。
も
ち
ろ
ん
東

海
道
と
か
中
山
道
な
ど
の
よ
う
に
は
や
く
か
ら
交
通
量
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
甲
州
道

中
の
よ
う
に
大
名
交
通
も
少
な
く
、

さ
ら
に
本
陣
、
協
本
陣
も
な
い
農
村
的
要
素
が
大
部
分
を
し
め
る
宿
で
は
宿
場
町
と
い
う
よ
り
宿
駅

157 

村
主
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
近
世
中
期
以
後
増
加
し
た
民
間
の
交
通
に
依
存
し
て
発
達
し
、
末
期
に
な
っ
て
他
の
街
道
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
な
宿
場
町
的
要
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素
が
ふ
え
、
東
海
道
や
中
山
道
の
宿
場
町
に
お
く
れ
て
宿
場
町
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
は
筆

者
が
、
も
と
も
と
農
村
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
街
道
が
で
き
宿
駅
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
よ
う
に
な
る
と
村
で
あ
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う

に
町
に
変
貌
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
大
都
市
で
あ
っ
た
江
戸
町
方
の
発
展
と
い
う
こ
と
が
こ

の
農
村
を
町
的
な
す
が
た
へ
変
え
て
い
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、

ま
た
江
戸
と
い
う
大
き
な
都
市
と
の
関
係
の
中

で
、
小
さ
な
一
つ
の
中
心
と
し
て
の
意
味
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

末
文
な
が
ら
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
小
栗
宏
博
士
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
所
蔵
文
書
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
熊
沢
富
雄
氏
、
原
育
夫
氏
、
金
子

君
代
氏
、
小
林
常
太
郎
氏
に
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

注

①
府
中
市
史
史
料
集
制
府
中
市
史
編
纂
委
員
会

②
凪
民
間
副
業
と
し
て
両
村
の
村
明
細
帳
に
は
男
は
薪
を
伐
出
し
江
戸
表
へ
販
売
し
、
か
え
り
に
下
肥
を
と
と
の
え
、
ま
た
女
は
江
戸
か
ら
購
入
し
て

き
た
綿
を
織
出
す
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

①
浅
香
幸
雄
明
細
帳
よ
り
見
た
川
崎
、
神
奈
川
、
保
土
ヶ
谷
宿
地
評
二
二
巻
一
号

④
吉
川
博
康
他
三
名
近
世
末
期
に
お
け
る
品
川
宿
の
地
域
的
考
察
学
芸
地
理
第
九
号

⑤
宗
門
人
別
帳
を
み
る
と
判
明
す
る
。

@

前

掲

③

⑦
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
第
五
巻
な
ら
び
に
府
中
市
史
史
料
集
刷
を
参
照
。

③
伊
藤
好
一
江
戸
近
郊
の
競
菜
栽
培
(
日
本
産
業
史
大
系
4
)
に
よ
る
と
、
一
二

0
キ
ロ
も
離
れ
た
村
が
江
戸
向
野
菜
の
生
産
地
と
な
っ
て
い
る
。

①
明
治
元
年
の
下
石
原
宿
に
困
窮
人
別
書
上
が
あ
る
。

1

1
国
1

1

1
』
円
l
l
-体
数

そ
れ
に
よ
る
と
石
高
別
困
窮
者
主
下
の
通
り
で
あ
る
o

三

石

以

上

二

O

t

一
石
以
上
一
二
石
未
満
一
四
三

一

石

未

満

二

六

不

明

一

一

一七

O

言十




