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は

じ

め

に

江
戸
時
代
の
わ
が
国
は
鎖
国
に
よ

っ
て
国
際
社
会
と
隔
絶
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
全
体
と
し
て

は
自
給
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
初
期
そ
れ
ま
で
二
食
で
あ

っ
た
食
事
が
二
食
に
な

っ
た
こ

と
は
、
古
代

・
中
せ
よ
り
庶
民
の
暮
ら
し
が
豊
か
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
人
口
の
八
割
以
上
を
し
め
た
農
民
の
主
食
は
、
大
麦
と
米
を
い
っ
し
ょ
に
炊
い
た
麦
飯
や
ア
ワ

・

キ
ビ

・
ヒ
エ
な
ど
の
雑
穀
や
ダ
イ

コ
ン

ｏ
カ
ブ
な
ど
を
入
れ
た
糧
飯
が

一
般
的
で
あ
り
、
出
間
部
で
は
ト

チ
や
ナ
ラ
の
実
さ
え
主
食
の

一
部
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
住
宅
を
み
る
と
、
武
士
や
豪
晨

ｏ
豪
商
た

ち
は
畳
を
敷

い
た
書
院

造
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
庶
民
は
板
の
間
の
柱
割
り
の
家
に
住
ん
で
い
ま
し

た
。
衣
料
は
近
せ
初
め
か
ら
綿
花
が
信
濃

で
も
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
尾
張

・
二
河

・
越
中
か

ら
も
綿
花

（繰
綿
）
が
移
入
さ
れ
て
、
庶
民
の
衣
生
活
も
麻
布
よ
り
快
適
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
出
間

部
で
は
大
麻
を
栽
培
し
て
そ
れ
で
衣
服
を
作

っ
て
い
ま
し
た
。

国
全
体
で
は
江
戸
後
期
に
な
る
と
新
田
開
発
が
停
滞
し
ま
す
が
、
信
濃
で
は
後
期
に
な

っ
て
も
大
規
模

な
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
か
ら
晨
業
生
産
の
規
模
拡
大
が
幕
末
ま
で
進
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
綿
花
ｏ
栞
種
・繭
な
ど
の
商
品
生
産
が
盛
ん
に
な
り
、
綿
布

・
種
油
ｏ
生
糸

・

委
種
な
ど
の
二
次
カロ
エ
も
発
展
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
生
産
力
の
高
ま
り
の
中
で
、
信
濃

の
社
会
を
特

色
づ
け
た
も
の
に
文
化
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
信
濃
は
風
土
が
多
彩
な
う
え
、　
一
一
の
藩
領
の
ほ
か

尾
張
領

・
天
領

（幕
府
領
Ｙ

社
寺
領
に
分
割
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
個
性
の
強

い
地
域
文
化
が
形
成
さ

れ
ま
し
た
。
地
域
性
の
強

い
晨
耕
文
化
の
上
に
、
祭
り

・
歌
舞
伎

ｏ
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
の
民
俗
芸
能
や
俳

句
な
ど
の
上
層
文
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
特
に
信
濃
で
は
多
数
の
寺
子
屋
が
開
設
さ
れ
て
、
戌
年
男
子
の

六
割
ま
で
が
識
字
階
級
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
『信
濃

の
風
土
と
歴
史
４
』
に
は
、
経
済
を
大

き
く
発
展
さ
せ
た
近
世
に
お
け
る
人
び
と
の
暮
ら
し
と
文
化
が
や
さ
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
九
九
八
年
二
月

館
長
　
市
川
　
健
夫



次

は
じ
め
に

目
次

概
説
　
江
戸
時
代
と
近
現
代

江
戸
時
代
の
年
号

口
目

―
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ｌ
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Ｉ

Ｍ
田
□
　
よ
り
よ
い
暮
ら
し
を
も
と
め

て
―
江
戸
時
代
の
日
常
１

０

食
生
活
が
豊
か
に
な

っ
た

水
道
の
は
じ
ま
り

江
戸
時
代
の
婚
礼

夜
の
世
界
が
ひ
ろ
が
っ
た
―
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明
文
化
の
は
じ
ま
り

木
綿
時
代
の
は
じ
ま
り

庶
民
の
女
性
も
美
し
く
―
化
粧
す
る
百
姓

今
に
つ
な
が
る
年
中
行
事

老
後
の
生
活
を
ど
う
し
た
か

口
田
閣
圏
日
一
社
会
生
活
の
進
展
―
武
士
と
庶
民

も

っ
と
休
み
を
―
村
で
決
め
た
村
の
休
日

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な

っ
た
武
士
た
ち

村
立
文
書
館
の
は
じ
ま
り

マ
ス
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メ
デ
ィ
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の
は
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ま
り
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ル
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村
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技
術
革
新
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気
象
観
測
の
は
じ
ま
り

年
貢
を
軽
く
す
る
た
め
に

江
戸
時
代
の
政
治
改
革
―
藩
政
改
革

村
役
人
は
選
挙
で

口
ロ

ー‐―‐
Ｉ

Ｍ
目
□
　
名
物
の
誕
生
と
ひ
ろ
が
り
―
産
業
と
流
通
―

信
濃
国
の
産
物
を
運
ん
だ
中
馬
―
宅
配
便
の
起
源

村
人
の
土
木
工
事
―
快
適
な
道
路
づ
く
り

旅
行
の
は
じ
ま
り
―
庶
民
が
求
め
た
快
適
で
自
由
な
旅

名
所

・
名
物
の
誕
生

登
山
の
は
じ
ま
り

信
州
の
紙
幣
―
信
用
経
済
の
ひ
ろ
が
り

宣
伝
広
告
の
は
じ
ま
り

木
曽
の
森
林
は
ど
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

口
目
Ⅲ
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囲
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生
活
文
化
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ま
り
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庶
民
文
化
の
発
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―

俳
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が
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民
に
ひ
ろ
が
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た

自
然
を
観
察
し
た
人
た
ち

絵
を
描
く
庶
民
た
ち

信
濃
国
は
十
州
に
―
郷
土
研
究
の
は
じ
ま
り

出
版
文
化
の
ひ
ろ
が
り

教
育
県
の
源
流

芸
道
の
ひ
ろ
が
り

参
考
文
献
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力
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の
み
な
さ
ん

・
あ
と
が
き
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江
戸
時
代
と
近
現
代

最
近

の
歴
史
研
究
を
み
る
と
、
今
ま
で
の
原
始

・

古
代

。
中
せ

。
近
せ

。
近
現
代
と
い
う
時
代
区
分
を

再
考
す
る
研
究
や
、
明
治
時
代
の
国
家
を
国
民
国
家

と
と
ら
え
、
そ
の
政
治
的
土
台
の
形
成
過
程
に
注
目

す
る
研
究
な
ど
が
で
て
き
ま
し
た
。
政
治
史
中

走
の

歴
史
学
に
た

い
し
て
、
流
通
や
消
費

の
面
か
ら
庶
民

生
活
を
よ
り
豊
か
に
枯
き
出
そ
う
と
す
る
、　
い
わ
ば

日
常
茶
飯
事

の
歴
史
学
の
主
張
も
市
民
権
を
得
て
き

ま
し
た
。
生
死
や
病
普
な
ど
人
の
磁
情
を
描
き
う
る

歴
史
研
究
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
な
か
で
、
庶
民

の
日
常
的

な
営
み
が
社
会
を
変
え
、
近
現
代
を
準
備
し
た
と
い

う
視
点
で
江
戸
時
代
を
な
が
め
て
み
る
と
、
近
現
代

に

つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
事
象
、
組
織
、
文
物

が
見
え
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
城
下
町
に
集
住
さ
せ
ら
れ

て
い
た
武
士
は
、
役
人
と
し
て
俸
禄
を
得

て
行
政
等

に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
高
島
藩

で
は
、

ニ

代
藩
主
恙
晴

の
寛
文

。
延
宝
期

（
一
六
六

一
～

一
六

八

一
年
）
ま
で
に
は
、
郡
奉
行
や
町
奉
行
、
勘

定

奉
行
な
ど
民
政
や
財
政
担
当
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
ほ
ぼ

一
セ
世
紀
後
半
ま
で
に
は
信
濃
諸
藩

の
藩
政
機
構
が
整
備
さ
れ
、
官
僚
的
な
制
度
が
確
立

し
ま
し
た
。

官
僚
的
支
配
は
、
文
書
に
よ
る
支
配
と
い
え
ま
す
。

諸
大
る
は
、
文
書
に
よ

っ
て
広
い
地
域
を
統

一
的
に

支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
年
貢
徴
収
や
境
界

争

い
の
記
録
や
き
ま
り
な
ど
じ

つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
文

書
が
つ
く
ら
れ
、
村
や
町
に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

庶
民
に
と
っ
て
も
、
文
書
に
よ
る
契
約
が
権
利
を

守
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
年
貢
関

係
書
類
や
裁
判
書
類
、
触
書
な
ど
の
公
的
な
書
類
の

ほ
か
、
借
金
証
文
や
縁
組

。
相
続

・
離
略
な
ど
の
私

的
な
契
約
も
文
書
で
か
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

公
文
書
は
村
役
人
が
代

々
引
き
継
ぎ
ま
し
た
が
、

引
継
文
書
量
が
増
カロ
す
る
と
、
諏
訪
地
方
の
村
で
は

現
用
文
書
と
非
現
用
文
書
と
に
分
類
し
、
郷
蔵
な
ど

に
保
管
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
書
に
よ
る
支
配
が
進
む
と
、
文
字
学
習

の
需
要

が
高
ま
り
、
各
地
に
寺
子
屋

（手
習
所
）
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
信
濃

の
寺
子
屋
師
匠
は
明
治
の
初
め
ま
で

に
六

一
六
二
人
も
知
ら
れ
て
お
り

「
全
国

一
」
の
多

さ
で
す
。

一
人

一
八
年

（文
化

一
五
）
に
小
林

一
茶
が
つ
く

っ
た

「
な
ま
け
る
な
イ
ロ
ハ
ニ
ホ

ヘ
ト
散
る
桜
」
と

い
う
俳
旬
か
ら
は
、
村
の
中
で
の
教
育
熱
の
高
ま
り

と
教
育
熱
戯
な
親
の
姿
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
キ
習

い
師
匠
を
招

い
て
村
の
費
用
で
そ
の
教

場
を
建
て

る
村
も
あ
り
ま
し
た
。
「教
育
県
」
の
源
流
が
こ
こ

に
み
ら
れ
ま
す
。

村
役
人
は
代
々
せ
襲
で
し
た
が
、
年
貢
負
担
の
不

正
と
か
、
村
役
人
家
の
没
落
な
ど
で
、　
一
八
世
紀
中

唄
以
降
、
世
襲
的
な
村
役
人
層
と
小
前
と
嗜
ば
れ
る

大
多
数
の
農
民
と
が
村
政
運
営
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
公
平
を
期
し
て
入

札
と
い
う
選
挙
で
村
役
人
を
選
ぶ
と
い
う
慣
習
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

入
札
に
よ
る
村
役
人
選
挙
は
、
江
戸
時
代
後
期
に

は
信
濃
全
域
に
広
が
り
、
戸
主
で
あ
れ
ば
女
性
に
も

選
挙
権
が
あ
り
ま
し
た
。　
一
八
六
三
年

（文
久
二
）

の
佐
久
郡
下
海
瀬
村

（佐
久
町
）
で
の
イ
主
と
組
頭

の
入
札
に
お

い
て
も
、
Ｊ
不
人
夫
後
家
」
な
ど
二
人

が
有
権
者
Ｚ
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　
一
人
六

〇
年

（安
政
セ
）
長
窪
古
町

（長
門
町
）
の
入
札
で

は
、
買

収
に
応
じ
た
後
家
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
入
札
に
よ
る
村
役
人
の
選
挙
は
、
明
治
の

は
じ
め
に
、
区
長

・
戸
長
の
官
選
制
に
よ
り
否
定
さ

れ
ま
し
た
。
婦
人
参
政
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
自
由
民
権
運
動
や
大
エ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期



の
婦
人
運
動
を

へ
て
、　
一
九

四
六
年

（昭
和

二

一
）

の
総
選
挙

の
時
か
ら
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
女

性
戸
主
の
村
政

へ
の
参
加
を
認
め
て
い
た
江
戸
時
代

後
期

の
村
の
文
化
と
自
治
的
な
結
合

の
高
さ
に
注
目

し
て
よ

い
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
は
、
年
貢
納
入
や
諸
役
な
ど
を
村
民
が

共
同
責
任
で
負
う

「
村
請
制
」
で
Ｌ
た
か
ら
村
の
自

治
的
結
合
は
高
か

っ
た
の
で
す
。
村
の
遊
び
日

（体

日
）
も
村
で
決
め
、
若
者
た
ち
の
要
求
に
よ
り
し
だ

い
に
増
加
し
ま
し
た
。
　
一
人

〓
二
年

（文
化

一
〇
）

の
桜
沢
村

（中
野
市
）
で
は
年
間
五

一
日
も
の
体
曰

が
あ
り
ま
し
た
。
祭
り
の
日
に
は
若
者
た
ち
が
化
粧

し
て
歌
舞
伎
や
人
形
芝
居
、
花
火
や
相
撲
興
行
な
ど

を
お
こ
な

っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
後
期
に
は
、
地
域

で
の
青
年
団
運
動
や
晨
村
演
劇
運
動
が
現
代
よ
り
も

活
発
で
あ

っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
金
貨
、
銀
貨
、
銭
貨

の
貨
幣

の
交
換

の
た
め
に
両

替

商
が
う
ま
れ
、
現
在

の
銀
行
の
も

と
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
地
域
限
定
で
通
用
す
る
紙

幣
も
、
飯
田
藩
藩
札
や
南
信
地
域
に
多
く
み
ら
れ
る

町

村
札

・
宿
場
札
な
ど

の
ほ
か
、
各
城
下
町
で
の

酒
札
、
茶
札
な
ど
の
商
品
券
も
発
行
さ
れ
、
庶
民
の

消
費
生
活
を
さ
さ
え
ま
し
た
。

貨
幣
経
済
の
発
達
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
物

資
が
流
通
し
ま
し
た
。
と
く
に
信
濃

で
は
、
馬
の
背

に
荷
物
を
積
ん
で
直
接
相
手
先

へ
と
ど
け
る
中
馬
と

い
わ
れ
る
輸
送
手
段
が
発
達
し
ま
し
た
。

い
わ
ば
、

宅
配
便
の
は
じ
ま
り
で
す
。
中
馬
に
よ

っ
て
、
米
穀

類

・
酒

。
た
ば
こ
な
ど
が
信
濃
国
外

へ
運
ば
れ
、
塩

や
お
茶

・
瀬
戸
物
類

・
海
産
物
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
、

庶
民
の
食
生
活
が
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。

商
品
輸
送
や
旅
の
安
全
の
た
め
に
道
路
整
備
も
す

す
め
ら
れ
、　
一
人
六
七
年

（慶
應
二
）
に
は
、
富
倉

村

（飯
出
市
）
の
村
人
や
高

田
町
な
ど
の
商
人
の
寄

付
な
ど
で
富
倉
時
に
石
畳
の
舗
装
道
路
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
寺
社
参
詣
を
名
目
に
、
庶
民
の
旅
も
さ
か

ん
に
な
り
ま
し
た
。　
一
八
〇
四
年

（文
化
元
）
に
は
、

良

心
的
な
宿
屋
を
あ

つ
め
た
浪
花
講
と
い
う
旅
館
組

合

の
組
織
も

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

松
本
城

二
の
九
御
殿
跡
の
ほ
か
松
本
城
下
町
の
町

屋
発
掘
調
査
で
、
丼
戸
の
桶
や
水
道
管
に
あ
た
る
樋

が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
松
本
で
の
上
水
道
施
設
の

成
立
は

一
セ
世
紀
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

晨
業
生
産
を
高
め
る
た
め
に
、
品
種
改
良
や
肥
料

の
工
夫
、
晨
具
の
進
歩
な
ど
晨
業
技
術
が
発
達
し
、

庶
民
の
自
然
観
察
も
す
す
み
、
経
験
が
記
録
に
残
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
半

に
な
る
と
、
庶
民
の
手
に
よ
る
庶

民

の
た
め

の
文
化
が
各
地
に
発
達
し
、
俳
諧
や
蹴

鞠

・
謡

・
花
道
な
ど
を
武
士
や
町
人
、
晨
民
ら
が

一

緒
に
楽
し
む
よ
う
に
な
り
、
西
洋
絵
画
を
学
ぶ
農
民

も
で
て
き
ま
し
た
。
信
濃

各
地
に
書
店
も
う
ま
れ
、

俳
書
な
ど
の
地
方
出
版
を
さ
さ
え
ま
し
た
。　
一
人
四

七
年

（弘
化

四
）

の
善
光
寺
大
地
度
を
伝
え
る
信
州

追
分

（軽
井
沢
町
）
の
た
屋
の
瓦
版
は
名
古
屋
に
よ

で
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
方
か
ら
の
情
報
発
信
も

可
能
な
ほ
ど
に
出
版
文
化
も
高
ま

っ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
期
に
地
域
的
に
も
階
層
的
に
も
ひ
ろ

が

っ
た
庶
民
の
生
活
文
化
は
、
多
様
に
展
開
し
、
近

現
代

へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
　

　

　

（青
木
歳
幸
）
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1778年 (安永 7)の 井上村 (須坂市)の名主入札 と結果記録。

磯五郎が日1枚で名主に当選 した。 (須坂市 坂本康之蔵)
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江
戸
時
代
の
年
号

奪
号
の
一翠
に
あ
た
る
西
暦
ｔ

慶 元 文 万 安 嘉 弘 天 文 文 早 寛 天 安 明 宝 寛 延 寛 元 亭 工 宝 元 貞 天 延 寛 万 明 承 慶 工 寛 元 慶

應 治 久 延 政 水 化 保 政 化 和 政 明 示 和 暦 延 早 保 文 保 徳 永 禄 享 和 宝 文 治 暦 應 安 保 永 和 長 キ

子

け

い
ち

ょ

つヽ

げ

ん
な

か
ん

え

い

し

ょ

つヽ
ほ
う

け

い
あ

ん

じ

ょ

つヽ
投
γ
つ

め

い
れ
き

ま
ん
じ

か
ん
ぶ
ん

え
ん
ぽ
う

て
ん
な

じ

ょ

つヽ

ヽ

ヽ
ょ

ヽ

げ

ん

ろ
く

肝
〓
り

えヽ
い

し

ょ

ヽ
つ

と

く

ヽ
ヽ
ょ

つヽ
に，
つ

げ
ん
ぶ
ん

か
ん
ぽ
う

えヽ
ん

ヽ
ヽ
ょ

つヽ

か

ん

え

ん

ほ
う
れ
き

め
い
わ

あ
ん
え

い

て
ん
め

い

か
ん
せ

い

ヽ

ヽ
ょ

つヽ

わ

ぶ
ん
か

ぶ
ん
せ

い

て
ん
ぽ
う

一■
つ
か

か
え

い

あ
ん
せ

い

ま
ん
え
ん

ぶ
ん
き

ゅ
う

げ
ん
じ

け

い
お

つヽ

つ

西
唇
キ

二
え
六
年

六

一
五
年

六
二
四
年

一
省

四
年

六

四
八
年

六
二
´
一年

六
五
五
年

六
五
八
年

一
ハ
ユ
ハ　
一　
午す

六
七
二
年

六

全

年

六

八
四
年

六

八
八
年

セ
〇

四
年

セ

一
一
年

セ

一
六
年

セ
二
六
年

セ
四

一
年

セ
四
四
年

セ
四
八
年

セ
五

一
年

セ
六

四
年

セ
セ
ニ
年

セ

ハ

一
年

セ

ハ
九
年

八
〇

一
年

八
〇

四
年

ハ
　
一　
八
生十

八
二
〇
年

八
四
四
年

八
四
八
年

八
五
四
年

ハ
六
〇
年

八
六

一
年

ハ
六
四
年

八
六
二
年

17
・世
紀

磯

、ヽ
一

一
八
二
五
年
（天
保
六
）
に
刷
ら
れ
出
ま
わ
っ
た
信
濃
国
の
絵
図

（長
野
県
立
歴
史
館
蔵
）

Ot
姜



テ
ー
マ

ー

百姓の四季の労働を描いた「四季耕作図屏風」 (部分 長野県立歴史館蔵)
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粟

食
生
活
が
豊
か
に
な

っ
た

ヽ
手
″
〓
エ

■

１

え
，

一　
¨

工
ヽ
ヽ
　
，
【

ヽ
、

近世前期農家の糧飯 食材は稗 と大根と大根葉

である (長野県立歴史館蔵)

「泉湊伊織」の刻印のあ る焼塩 壺

(長 野県立歴史館蔵 複製)

:Jl

蕎麦            黍

(市 岡崚智「本草図彙J 飯田市美rII博 物館蔵 )

饉

一
日
三
食
の
は
じ
ま
り

江
戸
時
代
初
頭
の

一
六
〇
八
年

（慶
長

一
二
）
の
佐
久
郡
大

日
向
村

（佐
久
町
）
の
畑
作
物
を
み
る
と
、
蕎
麦

・
黍

。
さ
さ

げ

。
稗

。
栞

。
大
豆

。
栗

。
牛
芳
等
の
畑
作
物
が
記
さ
れ
、
雑

穀
中
心
の
食
生
活
が
う
か
が
え
ま
す
。

ず

っ
と
く
だ
っ
て
、　
一
八
二
〇
年

（文
政

一
二
）、
伊
那
郡

果
矢
村

（阿
智
村
）
の
農
民
の
食
事
を
み
る
と
、
冬
の
間
は

一

日
に
三
度
ず
つ
の
食
事
で
、
朝
は
大
麦
香
煎

（煎
っ
た
粉
）
と

蕎
麦
焼
き
餅
、
昼
飯
は
米
四
分
に
大
根
と
大
根
葉
の
ほ
し
た
も

の
、
稗
を
い
れ
た
糧
飯
で
、
夕
飯
は
大
根
と
つ
み
入
れ

（粉
団

子
汁
）
で
し
た
。
晨
作
業
が
さ
か
ん
に
な
る
春
彼
岸
か
ら
は
、

一
日
に
朝

・
昼

・
小
昼

。
夕
と
四
度
食
事
を
し
て
い
ま
す
。

一
日
二
食
の
習
慣
は
、
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
り
、
後
期
に
な

る
と
、
晨
繁
期
に
は

一
日
四
食
を
と
る
ほ
か
、
米
の
混
合
率
が

た
か
ま
り
、
豪
晨
の
家
の
お
祝
い
の
膳
に
は
白
飯
だ
け
で
な
く

赤
飯
や
鰻

頭

。
麺
類
な
ど
が
出
さ
れ
多
様
化
し
ま
し
た
。

Ｗ
食
卓
塩
が
は
じ
ま

っ
た

一
六
五

一
年

（慶
安

四
）
七
～

八
月
の
小
県
郡
舞
田
村

（上
田
市
）
の
有
力
農
民
が
購
入
し
た
食
料
品
に
は
、
利
し
鯖

ｎ
ｕ



雛

“

精

玖
隼

隻

ど
こ
ド
ヽ
ご
味マ
ゞ
う
´́■
●
ン
い
■
７
う
ヽ

癬

筋
´

佐久郡の有力農民が使用 した 755年 (宝暦 5)の銘がある

1宛 (長野県立歴史館蔵)

寝覚の床にある越前屋で名物の蕎麦切 りを食べているお客

たち (嗽1郷 土出版社
‐
十i二 舎一九 信濃紀行集 より 月F本 は上11■5

高橋孫左衛門蔵,

魚青
の

千

オ″

塩

声tI
じ
茶

I)

ん

素 i

麺1

レか
―
す
」

ヒ
ヽヽ

ら

。
す
る
め
い
か
な
ど
が
あ
り
ま
Ｌ
た
。
す
で
に
煎
じ
茶
で
の

喫
茶
の
習
慣
が
あ
り
、
海
産
物
が
乾
物
で
は
い
っ
て
い
ま
し
た
。

一
七
六
四
年

（明
和
元
）
ご
ろ
に
は
、
紀
伊
国

（和
歌
出

県
）
や
名
古
屋
方
面
か
ら
蜜
柑

。
青

・
塩

・
砂
権

・
葛
粉

・
茶
、

遠

江
国

（静
岡
県
）
か
ら
気
田
茶

。
上
味
茶
、
甲
府
方
面
か

・

ら
塩

。
塩
魚

。
そ
う
め
ん

。
醤
油

。
味
品
日
・
鰹

節

・
千
魚

・

一

油
粕

・
某
子
類

。
こ
ん
ぶ
な
ど
が
中
馬
荷
物
と
し
て
も
た
ら
さ

一

れ
ま
し
た
。
松
本
城
二
の
た
御
殿
跡
か
ら
は
、
泉

湊

（大
阪

一

府
）
で
つ
く
ら
れ
た
焼
塩
壺

（精
製
塩
容
器
）
が
出
て
い
ま
す
。

食
卓
塩
の
は
じ
ま
り
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

江
戸
中
期
の
大
町
村

（大
町
市
）
の
采
林
家
で
は
、
納
豆

。

一

醤

（醤
油
）
・
酒

・
味
噌

。
か
ら
し
潰
け

。
な
す
椛
潰
け
な
ど

一

を
自
分
の
家
で
製
造
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

岬
食
生
活
の
た
か
ま
り

佐
入
郡
八
満
村

（小
諸
市
）
の
小
林
四
郎
左
衛
門
著

『き
り

も
ぐ
さ
」
に
は
、
文
化

。
文
政
期

（
一
八
〇
四
～
二
〇
年
）
ご

ろ
か
ら
の
飲
酒
の
流
行
、
う
ど
ん
に
か
わ
る
蕎
麦
切
り
の
ご
馳

た
、
宇
治
茶
の
流
通
、
鰻
頭
屋
や
肴
屋
の
増
加
、
輪
島
塗
の
流

行
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
主
食
に
限
ら
ず

調
味
料

・
嗜
好
品
、
食
器
類
に
い
た
る
ま
で
、
一界
木
に
な
る
と

庶
民
の
食
生
活
は
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
署
木
歳
ｉ

11



水
道
の
は
じ
ま
り

松本町の水源だった井戸.竹製の水道管が出ている。

(松本城三の九跡土居尻遺跡)

竹 製 の 水 道 管 (松本 城 下 町 跡 伊 勢 町 地 点 ) 竹管の ジ ョイ ン ト部分 (松本城下町跡伊勢町地点)

癒
飲
み
水
と
城
下
町
の
整
備

江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
諸
都
市
で
は
、
木
樋
な
ど
で
水
を
引

く
水
道
や
掘
り
ぬ
き
丼
戸
、
川
水
の
汲
み
と
り
に
よ
っ
て
生
活

用
水
を
得
て
い
ま
し
た
。

信
濃
で
は
、
松
本
の
城
下
町
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
水
道
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
発
掘
の
お
こ

な
わ
れ
た
松
本
城
二
の
た

（武
家
屋
敷
Ｙ

伊
勢
町

（町

人

町
）
は
湧
水
の
豊
富
な
地
点
で
し
た
。
こ
の
自
然
条
件
を
利
用

し
、　
一
七
世
紀
に
は
武
家
屋
敷
や
町
人
町
に
水
道
が
整
備
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

な
配
水
の
し
く
み

松
本
城
二
の
た
の
配
水
の
し
く
み
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。　
一

セ
世
紀
か
ら

一
八
世
紀
に
か
け
て
、
底
な
し
の
桶
を
数
段
重
ね
、

地
下
水

脈
ま
で
福
り
ぬ
く
技
術
が
使
わ
れ
ま
し
た

（図
―
）。

自
噴
し
、
桶
に
た
ま
っ
た
地
下
水
を
、
桧
や
赤
松
で
造
ら
れ
た

木
樋

（長
さ
二
～
五
メ
ー
ト
ル
）
に
通
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
水

道
の
末
端
や
屋
敷
内
の
配
水
に
は
竹
管

（太
さ
五
～
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
長
さ
二
～
五
メ
ー
ト
ル
）
が
使
わ
れ
ま
し
た
。　
一

た
世
紀
に
な
る
と
、
底
な
し
の
桶
を
い
く
つ
か
使
う
の
で
は
な

Ｏ
Ｅ
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図 2

本樋のジョイン ト側面にあつた

846年 (3ム化 3)の 墨書こヽの1■ の写■・ イラス ト(ま すへてli本 市教育■員会提 iti

く
、
木
製

の
桶
ひ
と
つ
を
埋
め
、
底
に
大
を
あ
け
、
竹
管
を
地

下
水
脈
に
の
ば
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た

（図
２
）。

こ
う
し
て

二
の
た
で
は
屋
敷
の
中
に
上
水
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
で

伊
勢
町
の
発
福
で
は
丼
戸
は
な
く
、
竹
管
や
木
樋
の
み
が
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
上

水
を
木
樋
な
ど
に
よ

っ
て
か
な
り
離
れ
た
場
所
か
ら
送
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
後
、
近
世
の
城
下
町
の
発
掘
が
進
む
に
つ
れ
新
た
な
発
見

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

水
道
の
普
及

こ
の
よ
う
に
松
本
城
下
で
現
在
の
水
道
に
あ
た
る
施
設
が
確

認
さ
れ
ま
Ｌ
た
が
、
明
治
期
に
お
け
る
県
内
の
水
道
普
及
率

（木
樋
な
ど
に
よ
る
）
は
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。　
一

八
八
七
年

（明
治
二
〇
）、
政
府
は
川
水
の
汚
染
に
よ
る
場
チ

フ
ス
や
赤
痢
流
行
の
対
策
と
し
て
、
沈
澱

。
濾
過
に
よ
る
浄

水
処
理
を
し
た
水
を
鉄
管
な
ど
の
導
管
に
よ
っ
て
供
給
す
る
こ

と
を
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
後
、
明
治
末
期
か
ら
大
工
期
に
か
け

て
の
日
本
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
水
道
の
敦
設
は
急
速

に
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。　
一
た
五
五
年

（昭
和
二
〇
）
に
四
二
パ

ー
セ
ン
ト
、

一
た
六
た
年

（昭
和
四
四
）
に
な
っ
て
よ
う
や
く

た
○
バ
ー
セ
ン
ト
台
に
な
り
ま
Ｌ
た
く‐　
　
　
　
　
　
′
ｉ
、町
和
春

「ヽ
1∫111ti〕‐ 1`｀ 手`、

t'い .lド こヽとヽ ヽヤ  1ヽィ

地 下 水 を 集 め る 桶 (1公 本 城 三 の 九『1土居 ′■遺 [1

０
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江
戸
時
代
の
婚
礼

婚ネしの時の娘の衣装 (長野県立歴史館蔵)
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◆
婚
礼
と
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一

現
代
の
結
婚
式
や
被
露
宴
な
ど
に
か
か
る
出
費
は
数
百
万
円

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
結
納
、
嬌
礼
家
具
、
衣
装
、
結
婚
式
場
、

新
嬌
旅
行
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
結
婚
式

や
披
露
宴
に
多
額
の
費
用
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ

ご
ろ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

結
婚
を
約
束
す
る
儀
式
を
結
納
と
い
い
ま
す
。
こ
の
結
納
に

つ
い
て
小
諸
の
小
林
四
郎
左
衛
門
工
美
は

「文
化
の
末
ご
ろ

（
一
八
一
〇
年
代
）
に
は
結
納
の
品
が
、
小
袖
、
帯
、
腰
帯
な

ど
で
あ
っ
た
も
の
が
、
天
保
初
め
こ
ろ

（
一
八
二
〇
年
代
）
か

ら
小
袖
以
外
に
下
着
、
緋
縮
緬
、
黒
儒
子
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
日
暮
し
の
も
の
は
結
納
金
が
用
意
で
き
な
い
の
で
、
嫁
を

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
泣
い
て
い
る
」
と
記
し
て
い

ま
す
。
結
納
に
お
金
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

結
納
が
す
む
と
嬌
礼
で
す
。
嬌
礼
に
嗜
ば
れ
た
人
が
持
っ
て

き
た
お
祝
い
の
品
は
何
で
し
ょ
う
か
。
松
本
藩
大
庄
屋
中
田
家

の
事
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

の

「嬌
礼
祝
儀
恨
」
に
よ
る
と
、
中
期
に
は
鯛
、
鰤
な
ど
の
食

料
品
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
後
期
に
な
る
と
白
綸
子
な
ど
の

■
■
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高
級
織
物
が
増
え
て
い
ま
す
。

」，

―
．
―
た
ち
　

　

Ｉ
Ｉ
つ
と

き

ら

Ｌ̈
¨

埴
科
郡
下
戸
倉
宿

（
戸
倉
町
）
の
坂
丼
家
で

一
ノ＼
二
〇
年

む
ニ
ー，
い
・
一ス

¨
一
フ
　
か
　
　
　

，
，
人

（夫
政
二
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
壻
入
略
に
は
、
一宋
幸
な
膳
が
そ

卜〓

“
↑

り
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ

ス
・

ス

　

コ‘
十

全

　

ｌ
ｏ
い

ろ
え
ら
れ
ま
し
た
。
大
手

（お
椀
）
に
は
、
通
根

。
鯨

・
椎
茸

な
ど
、
生
盛

に
あ
ら
め
鯉

。
栗

。
岩
茸
な
ど
、
折
に
は
焼
き

鯛

。
よ
う
か
ん

。
み
か
ん
な
ど
が
盛
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
同

じ
坂
丼
家
の
お
き
わ
が

一
八
二
六
年

（天
保
七
）
に
略
礼
道
具

と
Ｌ
て
持
参
し
た
衣
装
類
は
絹
織
物
を
中
に
に

一
〇
〇
点
、
帯

一
六
筋
に
の
ぼ
り
ま
す
。
軍
笥
、
長
持
、
櫃
を
二
つ
ず
つ
持
参

し
て
の
輿
入
と
な
り
ま
Ｌ
た
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
後
期
に
な
る
と
、
略
礼
も
派
手
に
な
り
名

一

主
や
庄
屋
の
家
を
中
走
に
豪
幸
な
略
礼
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

ｗ
現
代
に
残
る
慣
習
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（

な
だ

ん

　

　

　

　

　

―
）
′ｔ
ろ
う
し

た

ふ

　

　

　

　

　

．

中
南
信
地
方
で
は
、
披
露
宴
の
雛
壇
あ

上
に
新
郎
新
婦
、
仲

人
以
外
に
鉄
漿
親

（ま
た
は
、
羽
根
親
）
と
い
う
人
が
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
「
鉄
漿
」
と
は
、
お
歯
黒
の
こ
と
で
、
か
つ

て
は
鉄
漿
親
が
結
婚
し
た
証
と
し
て
新
婦
の
歯
を
黒
く
染
め
ま

し
た
。
鉄
漿
親
は
新
夫
婦
の
親
代
わ
り
と
し
て
相
談
に
の
る
と

し

た
せ
き
■

じ

い
う
役
割
を
も
ち
、
親
戚
筋
の
人
が
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
現
代
に
も
江
戸
時
代
の
慣
習
が
こ
の
よ
う
な
形
で
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ
い鴻
巻

]5



夜
の
世
界
が
ひ
ろ
が

っ
た

―
照
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文
化
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は
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暮
ら
し
に
生
き
た
と
も
し
び

火
は
憬
始
時
代
か
ら
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
び
と
の
ネ
ら
し

の
な
か
で
生
き
続
け

´́、き
ま
し
た
．
最
初
は
木
や
単
な
ど
の
自

増
え
ま
し
た

信
濃
国
の
灯
油

江
戸
中
期
、
各
地
で
灯
用
値
物
か
栽
培
さ
れ
／
、
紋
ら
れ
た
油

は
、
町
場

の
庶
民
を
中

に
に
灯
油
と
し

´́、
人
ひ
と
の
来
ら
し
‐ｌ

普
及
し
始
め
ま
し
た
■
代
表
的
な
灯
油
１１
は
荏
胡
麻
、
業
種
、

綿

の
実
、

（
シ
（

こヽ
、
ツ
（
キ
な
ど
か
ら
枝

っ
た
油
か
Ｌ
句
ま

す
信
深
□
で
は
長

い
問
荏
胡
麻
か
作
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
高

丼
部
を
主
主
地
ご
し
た
手
光
寺
平

一長
野
盆
地
）
で
栞
種
の
我



ひで鉢の上で燃やして明かりとした松の根。 江戸時代以前か ら使われたひで鉢

(復原制作 長野県立歴史館蔵)

囲炉裏の火も明かりのひとつた

った。(長野県立歴史館常設展示)

培
が
宝
暦
期

（
一
七
五

一
～
六
四
年
）
以
降
恙
速
に
ひ
ろ
ま
り

し
た
。
善
光
寺
平
で
栽
培
さ
れ
て
絞
ら
れ
た
栞
種
油
は
、
大
笹

街
道
で
鳥
居
峠
を
越
え
て
上
野
国

（群
馬
県
）
高
崎
、
さ
ら
に

倉
賀
野
港

（高
崎
市
）
か
ら
利
根
川

。
江
戸
川
の
舟
運
で
、
江

戸
に
ま
で
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

警
い
ろ
い
ろ
な
灯
火
具

灯
油
が
庶
民
の
暮
ら
し
に
普
及
す
る
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な

灯
人
具
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
灯
油
を
使
う
代
表
的
な
も
の
に
は
、

行
灯
、
灯
台
、
短
薬
、
瓦
燈
な
ど
が
あ
り
、
端
燭
を
使
っ
た
灯

人
具
に
は
提

燈
、
燭

台
、
手
燭
、
が
ん
灯
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
。
行
灯
や
提
燈
に
は
使
い
み
ち
や
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

な
形
が
あ
り
ま
し
た
。

現
燭
を
使
っ
た
灯
人
具
は
江
戸
後
期
に
出
回
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
当
時
は
端
燭
は
大
変
高
価
な
も
の
で
し
た
。　
一
セ

た

一
年

（寛
政
二
）、
安
曇
郡
中
島
村

（池
田
町
）
の
倹
約
村

定
の
中
に

「琉
燭
は
倹
約
し
て
使
う
こ
と
。」
と
い
う
項
目
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
は
、
端
燭
が
貴
菫
品

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
庶
民
の
多
く
は
夜
間
の
外
出

に
提
燈
を
用
い
た
く
ら
い
で
、
信
濃
で
も
室
内
の
照
明
に
は
、

も
っ
ぱ
ら
油
を
使
っ
た
灯
火
具
の
ほ
う
が
普
及
し
て
い
ま
し
た
。

（坂
部
詠
章
）



木
綿
時
代
の
は
じ
ま
り

麻衣料を織った麻の繊維。写真

は大麻。(長野県立歴史館蔵)

祝雄
八
大物 (綿織物など)を 売る店 (「 諸国道中商人鑑! 長野県立歴史館蔵)

◆
木
綿
と
は

木
綿

Ｔ
Ｐ
一ｏ
じ

と
は
綿
花

。
綿
糸

。
綿
織
物
の
総
称
で
す
。

木
綿
は
ア
オ
イ
科
の
繊
維
作
物
で
、
花
が
落
ち
る
と
子
一易
が
ふ

く
ら
ん
で
六
～
セ
週
間
で
皮
が
破
れ
、
中
か
ら
白
く
て
や
わ
ら

か
な
繊
維
が
あ
ふ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
綿
花
で
す
。
綿
花
は
繊
維

に
種
子
や
不
純
物
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
繰
り
綿
機
や
綿
打

ち
う
で
取
り
の
ぞ
き
ま
す
。
糸
車
を
使
っ
て
綿
糸
に
紡
ぎ
、
さ

ら
に
織
ら
れ
た
も
の
が
綿
織
物
で
す
。

◇
木
綿
の
伝
来
と
栽
培

綿
織
物
は
室
町
時
代
に
、
朝
鮮
な
ど
か
ら
積
極
的
に
輸
入
さ

れ
ま
し
た
。
当
時
、
唐
木
綿
と
呼
ば
れ
、
上

層
階

級
の
衣
料

の
ほ
か
、
鉄
砲
の
人
縄
や
陣
幕
な
ど
の
軍
需
用
と
し
て
利
用
さ

れ
ま
し
た
。
中
せ
に
な
る
と
近
畿

。
東
海

・
瀬
戸
内
地
方
な
ど

に
木
綿
栽
培
が
ひ
ろ
が
り
ま
す
。

信
濃
国
で
木
綿
の
栽
培
が
ひ
ろ
が
る
の
は
江
戸
中
期
か
ら
で
、

高
丼

・
水
内
両
郡
か
ら
更
級

。
埴
科
両
郡
に
か
け
て
の
十
由
川

流
域
な
ど
に
ひ
ろ
が
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
木
綿
は
町
家
や
晨
家

で
織
ら
れ
、
市
で
売
買
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
中
馬
に
よ
っ
て
、

尾
張

（愛
知
県
Ｙ

二
河

（同
Ｙ

越

中

曾
口
出
県
）
方
面
な
ら

０
０



衣服の原料として信濃でも作られた綿花。

反物の販売風景

(『諸国道中商人鑑」 長野県立歴史館蔵)

綿織物や絹織物を織った高機 (長野県立歴史館蔵)

も
繰
綿

（実
を
取
り
除
い
た
綿
花
）
。
篠
巻

（繰
綿
を
う
で
た

た
い
て
、
筒
状
に
巻
い
た
も
の
）
が
大
量
に
移
入
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
木
綿
は
麻
に
比
べ
て
は
る
か
に
肌
に
や
わ
ら

か
く
、
染

色
も
自
在
に
で
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
大
麻
な
ど
か

ら
作
っ
た
麻
衣
料
を
着
て
い
た
庶
民
に
も
綿
織
物
が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

一
八
二
七
年

（文
政

一
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た

『諸
国
道

中

商
人

鑑
』
を
み
る
と
、
北
国
街
道
ぞ
い
の
多
く
の
商
店
で
は

人
物
と
し
て
木
綿
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

◆
信
濃
国
の
綿
織
物

信
濃
国
の
村
む
ら
で
も
綿
糸
を
藍
色
に
染
め
る
紺
屋
が
増
え
、

地
機
で
自
家
用
の
綿
織
物
を
織
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸

後
期
に
な
る
と
、
信
濃
に
も
京
都
西
陣
か
ら
高
機
の
技
術
が
伝

わ
り
、
地
機
に
か
わ
っ
て
高
機
が
普
及
し
ま
し
た
。
販
売
目
的

で
織
ら
れ
た
信
濃
の
綿
織
物
は
、
諏
訪
の
小
倉
織
や
松
本
の
足

袋
裏
が
有
Ｚ
で
す
。
小
倉
織
は
帯
地
や
袴
地

。
羽
織
地
、
足
袋

裏
に
使
う
綿
織
物
と
し
て
、
江
戸
で
も
知
ら
れ
る
織
物
と
な
り
、

天
保
期

（
一
八
二
〇
～
四
四
年
）
に
は
生
産
の
全
盛
期
を
理
え

ま
し
た
。
幕
末
の
開
港
で
生
糸

（絹
糸
）
を
作
る
製
糸
業
が
盛

ん
に
な
る
ま
で
、
綿
織
物
業
は
信
濃
を
代
表
す
る
産
業
の
ひ
と

つ
だ
っ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
野
和
吝

０
０



庶
民
の
女
性
も
美
し
く

―
化
粧
す
る
百
姓

中山道贄川宿 (楢川村)の お六櫛 を売る店先のよ

うす。店の人が「めいぶつかいなされ ませ」 と

旅人に呼びかけている。

(帥郷土出版社 F十返舎一九 信濃紀行集』より。原本は

上越市 高橋孫左衛門蔵)

柄鏡 と化粧道具 (長野県立歴史館蔵)

紅やお歯黒道具が入った化粧箱

(動 日本民俗資料館蔵)

◆
化
粧
し
て
美
し
く

化
粧
が

一
般
の
庶
民
に
広
が
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
す
。　
一
八
一百
一～
二
四
年

（文
政
六
～
セ
）
に
佐
久
郡
中

村

（佐
久
市
）
の
箕
輪
家
が
売
っ
た
化
粧
品
類
の
記
録
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
中
に
白
粉

。
紅

。
青
黛

（眉
を
剃
っ
た
あ
と
、
眉

を
か
く
た
め
の
顔

料
）
が
多
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
粉
は

水
銀
や
鉛
か
ら
作
り
ま
し
た
。
伊
勢
国

（二
菫
県
）
で
採
れ
た

水
銀
を
粉
に
し
て
商
品
に
し
た
も
の
が

「
伊
勢
お
し
ろ
い
」
と

呼
ば
れ
た
白
粉
で
す
。
江
戸
中
期
以
降
の
伊
勢
参
り
の
流
行
と

と
も
に
お
土
産
と
し
て
全
国
に
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。

紅
の
原
料
で
あ
る
紅
花
の
生
産
が
出
羽
国

（出
形
県
）
な
ど

で
盛
ん
に
な
り
、
上
方
や
江
戸
の
商
人
な
ど
を
通
じ
流
通
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
庶
民
の
間
に
も
化
粧
品
を
手
に
す
る
機
会

が
増
え
、
盆
や
二
月
、
村
祭
り
、
節
句
、
略
礼
な
ど
晴
れ
の
日

を
中
ミ
に
化
粧
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
す
。

◇
鉄
漿
付
の
広
が
り

結
婚
と
同
時
に
歯
を
黒
く
染
め
、
出
産
を
契
機
に
眉
を
剃
る

こ
と
も
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。
歯
を
黒
く
染
め
る
こ
と
を
、
「
鉄

漿
付
」
と
嗜
び
ま
す
。
鉄
片
を
数
か
月
、
酒
ま
た
は
酢
な
ど
の

20



両歯がついたお六櫛。百本ほどの櫛

目がつけられている。(長野県立歴史館蔵)

中山道奈良井宿 (楢川村)の お六櫛 を売る店先のようす。

(に木曽街道六十九次」部分 長野県立歴史館蔵 複製)

奥の方でお六櫛 を

イヤっている

のかしら。

中
に
つ
け
て
置
く
と
褐
色
の
放
香
す
る
液
体
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
を
利
毛
で
歯
に
塗
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
信
濃
国
の
晨
家

に
お
歯
黒
の
道
具
が
ひ
ろ
く
普
及
し
ま
し
た
。

◆
木
曽
の
お
六
櫛

髪
を
す
く
櫛
も
江
戸
時
代
に
は
大
量
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
中

出
道
が
通
っ
て
い
た
木
曽
地
方
で
は

「お
六
櫛
」
と
い
う
櫛
が

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。　
一
七
五
二
年

（宝
暦
二
）
に
書
か
れ
た

『十
由
之
真
砂
』
と
い
う
本
に
は
、
信
濃
国
の
名
物
と
し
て
木

曽
櫛
が
あ
げ
ら
れ
、
筑
摩
郡
奈
良
丼
村

（楢
川
村
）
・
藪
原
村

（木
祖
村
）
で
た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
旅
人
の
手
軽
な
お
土
産
と
し
て
買
い
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
で
使
わ
れ
た
櫛
の
八
割
は
木
曽
で
作
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
′。

◆
男
も
化
粧
し
た

一
八
六
七
年

（慶
應
二
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
お
札
が
天

か
ら
降
っ
た
と
し
て
民
衆
が
狂
乱
す
る

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

が
中
部
圏
を
中
赴
に
お
こ
り
ま
し
た
。
信
濃
で
も

一
八
六
七
年

（慶
應
二
）
飯
田
に
豊
川
稲
荷
社
の
お
札
が
降
っ
た
と
し
て
民

衆
の
騒
乱
が
発
生
し
ま
し
た
。
鹿
塩
村

（大
鹿
村
）
の
源
蔵
は
、

男
が
紅

。
白
粉
を
塗
っ
て
女
装
し
、
乱
舞
し
た
と
記
し
て
い
ま

す
。
村
芝
居
の
時
だ
け
で
な
く
、
男
も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
化

粧
を
す
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。　
　
　
Ｔ
野
和
基

●
Ｅ



今
に
つ
な
が
る
年
中
行
事

江戸後期から明治にかけてひろ く販売された古今雛。現代の雛人形に比べて大きい。

(長野県立歴史館蔵)

◆
年
中
行
事
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

毎
年
決
ま
っ
た
日
に
伝
統
的
に
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
る
行

事
が
、
年

中

行
事
で
す
。
中
国
や
朝
鮮
、
東
南
ア
ジ
ア
に
ル

ー
ツ
が
あ
る
も
の
が
多
く
、
日
本
で
は
古
代
に
官
中
行
事
と
し

て
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

今
に
つ
な
が
る
年
中
行
事
の
い
く
つ
か
は
、
江
戸
時
代
に
原

型
が
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
二
月
五
日
の
端
午
の
節
句
が
、

男
の
子
の
成
長
を
願
う
行
事
と
な
り
、
武
者
人
形

・
兜
な
ど
を

飾
り
、
粽
や
柏

餅
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
七
月
七
日

の
セ
タ
に
は
、
願
い
事
を
書
い
た
五
色
の
短
冊
を
笹
竹
に
飾
る

習
慣
が
広
が
り
ま
す
。　
一
一
月

一
五
日
は
子
供
の
成
長
祝
い
と

し
て
お
こ
な
う
セ
五
二
で
、
晴
れ
着
を
ま
と
っ
て
神
社
に
詣
で

る
こ
と
が
広
が
り
ま
す
。

◆
雛
祭
り
の
歴
史

中
国
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
雛
祭
り
は
、
江
戸
時
代
に
二
月

二
日
の
節
句
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。

江
戸
初
期
ま
で
は
、
紙
で
つ
く
ら
れ
た
雛
を
赤
い
毛
せ
ん
の

上
に
二
、
二
対
並
べ
る
程
度
で
し
た
が
、
中
期
以
降
に
な
る
と

江
戸
で
も
雛
祭
り
が
盛
ん
に
な
り
、
布
製
で
公
家
の
工
装
姿
を

Ｏ
Ｅ
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近世後期、松本で製作が始 まった松本押絵。裏

に1840年 (天保 ||)の 銘がある。

押絵の下絵 (こ のベージ3点 とも(帥 日本民俗資料館蔵)

押絵の製作に使った道具類

始まっていたのね。

し
た
内
裏
雛
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
の
庶
民

に
普
及
し
て
い
っ
た
雛
人
形
は
、
現
在
で
は
古
今
雛
と
よ
ば
れ

て
い
る
雛
で
す
。
明
和
年
間

（
一
セ
六
四
～
七
二
年
）
に
江
戸

の
人
形
師
原
舟

月
が
彫
っ
た
雛
人
形
が
江
戸
で
流
行
し
ま
し

た
。
現
代
の
内
裏
雛
は
こ
の
流
れ
を
く
み
ま
す
。

◆
信
濃
国
の
雛
人
形

信
濃
国
に
は
江
戸
中
期
に
京
都
や
Ｚ
古
屋
、
江
戸
か
ら
中
馬

と
い
う
運
送
業
者
の
手
で
入
っ
て
き
ま
し
た
。
お
も
に
大
老
家

や
Ｚ
主

・
庄
屋
な
ど
の
豪
晨

商
が
購
入
し
ま
し
た
。　
一
般
の

庶
民
に
は
高
価
な
内
裏
雛
は
手
に
入
り
ま
せ
ん
。
北
信
地
方
の

庶
民
は
中
野
で
つ
く
ら
れ
た
上
雛

（上
で
作
ら
れ
た
人
形
）
を

飾
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
天
保
期
以
降

（
一
八
二
〇
年

～
）、
松
本
で
は
下
級
武
士
た
ち
が
内
職
と
し
て
、
押
絵
を
つ

く
り
は
じ
め
ま
し
た
。
押
絵
と
は
人
物
の
各
部
分
を
写
紙
に
切

り
抜
き
、
こ
れ
を
布
で
包
ん
で
中
に
綿
を
入
れ
立
体
的
に
し
、

貼
り
あ
わ
せ
た
き
れ
細
工
で
す
。
そ
の
後
幕
末
に
か
け
て
信
濃

の
各
地
に
押
絵
が
売
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
当
初
、
傾
城

（遊

女
）
を
題
材
と
し
た
押
絵
が
多
か
っ
た
の
が
、
幕
末
ご
ろ
内
裏

雛
を
押
絵
で
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
に
と
っ
て
馴
染
み
の
深
い
行
事
は
江
戸

時
代
に
で
き
あ
が
っ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
野
和
基
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老
後
の
生
活
を
ど
う
し
た
か

◆
親
孝
行
で
ほ
う
び

江
戸
幕
府
は
、
寛
政
の
改
革
の

一
環
と
し
て
、
幕

府
領

。
大
名
領
を
問
わ
ず
、
全
国
の
孝
行
者

・
恙
義

者
な
ど
の
人
Ｚ
や
そ
の
薔
行
の
内
容
を
調
べ
さ
せ
、

「場
細
鑑
』
ど
い

，
本
を
出
版
し
ま
し
た
。

信
濃

に
も
多
く
の
孝
行
話
が
記
録
と
し
て
残

っ
て

い
ま
す
。　
一
七

八
〇
年

（安
水

九
）
、
幕
府
領
の
高

丼
郡
小
見
村

（木
島
平
村
）
百
姓
太
右
衛
門
は
、
親

孝
行
な
ど

の
善
行
が
認
め
ら
れ
て
、
ほ
う
び
と
し
て

録

一
〇
枚
を
も
ら

い
、
そ
の
身

一
代
刀
を
差
す

こ
と

と
、
子
孫
ま
で
首
字
を
Ｚ

の
る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、　
一
人
・〓
ハ
年

（文
政
え
）
、
同
じ
小
見

村
百
姓
十
兵
衛

の
女
一易
は
な
は
、　
姑

（夫
の
母
親
）

ｒ「
Ｉ
欝

鰊 |■

へ
の
孝
行
を
ほ
め
ら
れ
、
銀
五
杖
と
姑

の
孝
養
費
と

し
て

一
日
二
合
ず

つ
の
米
を
も
ら

い
ま
し
た
。

ほ
う
び
に
し
て
も
、
孝
養
費

の
支
給
に
し
て
も
、

今
日
で
い
う
高
齢
者

へ
の
福
祉
手
当
の
よ
う
な
も
の

が
あ

っ
た
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
太
右
衛
門
や
は
な

の
よ
う
な
例
は
ご
く
ま
れ
で
、
多
く
の
場
合
、
年
を

と
る
と
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
面
倒
を
み
て
も
ら
わ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆
親
子
間
の
契
約

江
戸
時

代

に
は
、
年
を

と
る
と
家
長

（
一
家

の

主
）
の
地
位
や
財
産
な
ど
を
あ
と
つ
ぎ
の
子
ど
も
に

譲

っ
て
、
自
ら
は
引
退
す
る
隠
居
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
し
た
。
生
き
て
い
る
う
ち
に
相
続
を
し
て
し
ま

う

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
家
長
を
相
続
し
た
子
ど
も

に
と
っ
て
は
、
隠
居
後
の
親
の
面
倒
を
見
る
こ
と
は

当
然
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
隠
居
後
の
生

活
を
自
分
で
守
る
た
め
に
、
す

べ
て
の
土
地
を
子
ど

も
に
相
続
せ
ず

に
、　
一
定
面
積
の
土
地
を
自
分
所
有

の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
上

地
の
こ
と
を
隠
居
免

（
面
）
と
い
い
ま
し
た
。

一
人
〇

一
年

（享
和
元
）
、
高
丼
郡
箕
作
村

（栄

村
）

の
百
姓
二
左
衛
門
は
、
息
子
に
対
し
て
、
自
分

が
死
ん
だ
後
に
継
母

へ
隠
居
え
を
渡
す
よ
う
申
し
聞

か
せ
て
い
ま
す
。
近
隣
の
村
々
の
親
類
を
証
人
に
し

た
書
類
で
は
、

一
　

田
地
稲
二
〇
〇
苅
、
た
だ
し
本
家
で
管
理
し
、

そ
こ
か
ら
と
れ
る
白
米
二
斗
二
升

の
依
を

一
二
俵

ず

つ
、
隠
居
免
と
し
て
波
し
、
も
し
継
母
が
死
ん

だ
後
は
そ
の
田
地
は
本
家
に
戻
す

こ
と

一
　

野
菜
小
畑
二
杖
、

こ
れ
も
死
後
は
本
家
に
一戻
す

こ

と

一
　

人
豆
ニ
キ

・
味
嗜

・
塩

・
茶

・
油

。
新

・
焼
炭

な
ど
は
“
要
な
分
だ
け
用
意
す
る
こ
と

一
　

金
子
五
〇
両
を
渡
す

こ
と

と
定
め
て
い
ま
し
た
。

第

二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
、
年
老

い
た
親

の
面

倒
は
あ
と
つ
ぎ
の
子
ど
も
が
み
る
よ
う
に
、
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今

日
で
は

親
の
面
倒
は
子
ど
も
た
ち
で
均
等
に
み
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
今
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
家
族
間

の
も

め
ご
と
を
前
も

っ
て
文
書
で
決
め
て
お
く
、
江
戸
時

代
の
人
々
の
知
恙
が
必
要
に
な

っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（舘
林
弘
毅
）

「四季耕作図屏風」

(部分 長野県立歴史館蔵)
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も

っ
と
休
み
を

巌
宙
僣

鶯
寺
綺
田
一

Ｌ
ゴ
ー
ー
凛
マ
・

―
村
で
決
め
た
村
の
休
日

祗亀
祭礼の 日は村できめた遊び日だった。

(「雨宮村神事踊図」大正時代に原画を写したもの 長野県立歴史館蔵)

◆
村
の
遊
び
日

江
戸
時
代
の
信
濃
国
で
は
、
ど
の
村
で
も
村
の
休
日
を
決
め

て
い
ま
し
た
。
地
域
に
よ
っ
て
逹
い
ま
す
が
、
「
遊
び
日
」
や

「
体
み
日
」
と
嗜
ん
で
定
例
の
体
日
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
日

は
だ
れ
も
が
認
め
た
百
姓
ら
の
遊
ぶ
日
で
あ
り
、
労
働
か
ら
解

放
さ
れ
た
、
骨
体
め
の
日
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
八
二
八
年

（文
政

一
一
）
松
本
領
戌
相
新
田
町
村

（豊
科
町
）

で
は
、
表
の
よ
う
に
遊
び
日
を
年
間
二
八
日
と
決
め
て
い
ま
す
。

遊
び
日
と
し
た
日
は
、
年
の
始
め
を
祝
う
二
月
二
が
日
を
は
じ

め
、
家
族
の
健
康
を
祈
る
七
草
粥
、
人
伏
せ
の
神
に
祈
る
秋
葉

権
現
祭
り
、
安
曇
郡
あ
げ
て
の
祭
で
あ
る
穂
高
明

神
祭
り
、
さ

ら
に
は
学
び
へ
の
祈
り
を
捧
げ
た
天
満
官
祭
り
…
な
ど
、
祭
礼

が
遊
び
日
の
大
部
分
を
し
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
日
は
、
御
神
酒
の
ほ
か
季
節
に
あ
わ
せ
た
草
餅
や
赤
飯

を
食
べ
ら
れ
る
楽
し
い
日
で
し
た
。
ま
た
、
二
月
の
野
体
み

（晨
体
み
）
は
、
田
植
え
か
ら
解
放
さ
れ
た
労
働
体
養
日
と
し

て
昭
和
後
期
ま
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
遊
び
日
は
、
子
ど
も
も

大
人
も
、
村
を
あ
げ
て
そ
の
日
を
待
ち
こ
が
れ
て
い
ま
し
た
。

口
Ｕ
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イ惨 を自分たち

で決めていたん

だね。

一

一

｝

〉

′

月 遊 び 日 行事や食事など

エ l 2 3

(二 が 日)

4・ 5・ 6

7

15

16・ 20

元日

苺朝雑煮、苺夕蕎麦や夫麺類

早朝、セ草粥。年神・Fヨ 松を供える

神棚しめ松送り。門松送り

2

3

|

8(午後 )

18

ハニ子官疱療祭 り。昼過ぎを。夜ぼた餅況。

秋葉権現祭り (人事祭り)。 天明年中の火災以来

3

10

節句。雛飾 り。草餅。

金比羅人権現祭 り。寛政の火災以来

5 5

野体み 2日

節句

口植がすんだ後、餅つ き

6 産土社神明官祭ネヒ

7

盆

７

１４

‐６

２４

２７

セタ祭り。竹に短冊況。さとう餅

早朝蕎麦、イム前供え。夜送り人。

戸隠人権現祭り。

穂高明神祭り。郡祭り。

|

18

25(午 後 )

秋葉人権現祭り。洒・青用意。寛政六年以来。

天満官祭り。昼過ぎを。町中より餅米寄せ、ホ飯

並びに酒。寛政六年以来。

先祖祭 り。藤森同建況遊。

計 28日 間
伊那谷でさかんだった操 り人形のひとつ黒田人形。

遊び日の増加は庶民の娯楽の世界を広げた。

(長野県立歴史館蔵)

成相新田町村の遊び日。天明期や寛政期に始まった祭 りもみら

れる。(古川貞雄 F村の遊び日前による)

◆
若
者
組
が
増
や
し
た
休
日

一
八
世
紀
の
前
半
に
は
、
決
め
ら
れ
た
定
例
の
遊
び
日
は
、

年
間
二
〇
数
日
の
村
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、　
一
八
世
紀
後
半

に
な
る
と
若
者
組
の
願
い
が
祭
日
を
増
や
し
、
遊
び
日
が
ふ
え

て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　
一
八
二
四
年

（天
保
五
）
幕
府

領
の
高
丼
郡
丼
上
村

（須
坂
市
）
で
は
、
若
者
組
が
、
定
例
体

日
の
ほ
か
に

一
五
件
の
遊
び
日
願
い
を
村
役
人
に
提
出
し
、
新

た
に
二
百
十
日
や
祭
礼
後
始
末
な
ど

一
二
件
の
遊
び
日
が
認
め

ら
れ
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
村
に
と
っ
て
は
、
前
年
の
深
刻
な
凶

作
と
飢
饉
の
後
と
い
う
こ
と
で
大
変
な
と
き
で
し
た
が
、
遊
び

日
が
増
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
体
日
は
、
百
姓
の
生
活
や
村
の

年
中
行
事
に
あ
わ
せ
て
、
村
が
決
め
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
若

者
組
の
祭
り
づ
く
り

へ
の
情
熱
が
、
休
日
を
増
や
す
原
動
力
と

な
っ
て
い
た
の
で
す
。
高
丼
郡
桜
沢
村

（中
野
市
）
で
は
、　
一

人
一
三
年

（文
化

一
〇
）、
遊
び
日
を
減
ら
そ
う
と
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
年
に
二

一
日
も
の
遊
び
日
を
決
め
て
い
ま
す
。

い
ま
各
地
に
み
ら
れ
る
祭
り
の
多
く
は
、
こ
の
時
代
の
な
か
で

つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

な
お
、
欧
米
風
の
土
曜
半
日
体
と
日
曜
休
日
の
制
度
が
全
国

い
っ
せ
い
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、　
一
八
セ
六
年

（明
治
九
）
四

月
、
明
治
政
府
の
手
に
よ
っ
て
で
す
。　
　
　
　
　
　
冗
出
文
こ

７
′

●
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イil脅 i 人数

～12()()1  2
～ 50()1  2
～ 3()()1  8
～ 2()()1 22
～ 14()l  ll
～ 10()1 23
～ 701 2()
～ 50  16
～ 30 1  12

合|;| 116

安政年間 の高島藩士 (給人 )

の石高別人数

1今井広亀 諏訪高島城 |よ り作成)

● ●  ●

諏訪湖のほとりの高島城=絵図の手前に武家屋敷が描かれ

ている (「諏州城図」部分 長野県立歴史館蔵)

サ
ラ
リ
ー

マ
ン
に
な

っ
た
武
士
た
ち

勿礎

鶴屏

申
俸
禄
を
得
て
暮
ら
す
武
士
た
ち

江
戸
時
代
の
は
じ
め
武
士
た
ち
は
城
下
町
に
集
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
年
貢
を
得
る
土
地
は
各
自
が
農
村
に
持
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
を
地
方
知
行
と
い
い
ま
す
。　
一
六
七
五

年

（延
宝
二
）
諏
訪
の
高
島
藩
で
は
地
方
知
行
を
廃
上
し
て
藩

士
ら
の
土
地
を
藩
に
返
さ
せ
、
か
わ
り
に
俸
禄

（給

米
や
給

全
）
を
与
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
前
年
の
凶

作
で
諏
訪
に

一
二
〇
〇
人
も
の
餓
死
者
が
で
て
、
領
民
の
統

一
的
な
救

済

が
必
要
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

地
方
知
行
は
藩
主
が
領
内
を
直
接
支
配
す
る
に
は
不
都
合
で

し
た
し
、
城
下
町
に
い
た
藩
士
に
と
っ
て
も
土
地
の
支
配
は
面

倒
な
面
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
甲
斐
国

（
出
梨
県
）
の
鰍
沢

に
藩
の
米
蔵
が
で
き
、
領
内
の
米
を
江
戸
に
送
っ
イて
お
金
に
換

え
る
ル
ー
ト
が
整
っ
た
こ
と
も
改
革
の
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

武
士
た
ち
は
、
藩
か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て
城
下
町
で
暮
ら
す

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
た
の
で
す
。

蠍
役
人
と
し
て
の
武
士

藩
士
の
間
に
も
藩
主
に
お
目
見
え
が
許
さ
れ
た
給

人

（石

取
）
か
ら
、
お
目
見
え
が
許
さ
れ
な
い
足
軽

。
中
間
。
キ
明
な

０
０

０
Ｅ
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1642年 (寛永 19)の 糖尾村五人組帳。名主 ら村役人は じつ

にさまざまな文書 とかかわつた。

(佐 久市 重田祐―蔵)

村
立
文
書
館
の
は
じ
ま
り

“ん
劇
＆
一
劇
７
・ら

一‥

村の文書量の増加。中野市域の村むらにのこされ て

いた |万点の文書によって三つの時期の 1年平均の

文書量をしめしたもの。(長野県立歴史館常設展示)

ウ，ｆ

◆
無
筆
を
理
由
に
名
主
を
辞
退

一
セ
〇
七
年

（宝
水
四
）
佐
久
郡
糠
尾
村

（佐
久
市
）
Ｚ
主

善
兵
衛
は
、
「
私
は
文
字
が
書
け
ず
、
お
役
所

へ
文
書
を
提
出

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
名
主
を
辞
退
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
無
筆

（文
字
が
書
け
な
い
こ
と
）
を
理
由
に
Ｚ
主
役
の
辞
退
を
申
し

出
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
文
書
に
よ
る
支
配
と
文
書
量
の
増
加

江
戸
時
代
に
な
っ
て
徳
川
政
権
に
よ
る
統

一
的
支
配
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
大
Ｚ
た
ち
は
、
新
し
い
領
地
の
農

民
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
統

一
的
な
命
令
伝
達
を
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

年
貢
の
納
入
に
つ
い
て
み
て
も
、
検
地
恨
や
老
寄
恨

（
田
畑

の
面
積
や
生
産
高
を
記
載
し
た
土
地
台
恨
）、
年
貢
割
付
恨
や

算
用
恨
、
年
貢
勘
定
日
録

（年
貢
納
入
が
済
ん
だ
記
録
）
な
ど

た
く
さ
ん
の
恨
面
や
記
録
を
始
要
と
し
た
の
で
す
。

こ
れ
以
外
に
も
触
書
や
、
各
種
の
証
文
が
だ
さ
れ
た
ほ
か
、

争
い
ご
と
の
訴
え
や
和
談

（仲
な
お
り
）
な
ど
も
文
書
で
か
わ

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
田
畑
の
売
買
証
文
な
ど
村
民
ど

う
し
の
契
約
も
文
書
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
を
保
証
し
あ

ｎ
ｕ

Ｏ
●
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寸(富 士見町)の郷蔵‐江戸時代に建てられたも

ので、文書 も保管された。

印が御蔵.瀬沢村 (富 士見町)の御蔵は米蔵 と文書

蔵 をかねていた

(「 諏訪藩主御手元絵図」 長野県立歴史館蔵)

う
こ
と
が
多
く
な
り
、
文
書
量
が
増
加
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
村
役
人
の
作
る
文
書
が
急
速
に
増
え
た
た
め
、
文

字
が
書
け
な
い
村
役
人
で
は
務
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
現

中
野
市
域
の
村
む
ら
に
の
こ
さ
れ
て
い
た
文
書

一
万
点
に
よ
る

二
つ
の
時
期
の
一
年
平
均
の
文
書
量
を
み
る
と
、　
一
七
せ
紀
中

期
の
文
書
量
は

一
〈
点
で
あ
っ
た
も
の
が
、　
二
〇
〇
年
後
の
一

た
世
紀
中
期
に
は
五
〇
〇
点
と
二
八
倍
程
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

機
村
に
あ

っ
た
文
書
館
―
郷
蔵

村
の
文
書
量
が
ふ
え
、
文
書
保
管
用
の
上
蔵
が
な
い
Ｚ
主
も

で
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
新
し
く
文
書
保
管
庫
が
必
要
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
一
八
一
三
年

（文
化

一
〇
）、
諏
訪
郡
乙
事
村

（富
士
見
町
）
で
は
、
年
貢
米
を
納
め
る
御
蔵
の
隣
に
文
書
保

管
の
た
め
の
郷
蔵
を
建
て
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は

「半
紙

一
行

の
書
き
付
け
に
て
も
十
金
に
か
え
が
た
く
」
と
い
う
意
識
で
こ

の
蔵
を
建
て
、
文
書
を
大
切
に
保
管
し
、
事
件
が
お
き
る
と
蔵

の
文
書
を
調
べ
て
権
利
を
守
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ば
村
立
の
文

書
館
と
い
え
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
木
歳
主

０
０



マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
の
は
じ
ま
り

―
新
聞
の
ル
ー
ツ

離躍
癬
働
籍
撫
タ

善光寺地震のときに出されたナマズ絵

(長 野 県 立歴 史 館 蔵

'

信濃で発行 されたと思われる二枚組の瓦版

1長野 県 立歴 史館 蔵 |

予
災
害
と
瓦
版

「
た
い
へ
ん
だ
／
阿
弥
陀
に
地
震
が
ロヒ
ら
れ
た
。」

」ヽれ
は
、

一
八
四
七
年

（弘
化
四
）
に
お
き
た
善
光
寺
地
度
の
と
き
に
、

江
戸
で
発
行
さ
れ
た
ナ
マ
ズ
絵
と
よ
ば
れ
る
印
刷
物
の
な
か
の

一
節
で
す
。
こ
の
と
き
は
、
ナ
マ
ズ
絵
の
ほ
か
に
、
地
震
の
被

害
の
よ
う
す
を
く
わ
し
く
知
ら
せ
た
瓦

版
も
発
行
さ
れ
ま
し

た
。
瓦
版
は
、

一
杖
あ
る
い
は
数
杖
つ
づ
り
の
紙
に
印
利
さ
れ

た
読
み
物
で
、
町
の
中
で
売
り
歩
か
れ
ま
し
た
。
今
日
大
き
な

事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
い
ち
早
く
新
聞
の
子
外
が
街
頭
で

配
ら
れ
る
よ
う
に
、
瓦
版
は
地
震
に
つ
い
て
の
客

観
的
な
情

報
を
す
ば
や
く
伝
え
る
、
災
害
速
報
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ

て
い
ま
Ｌ
た
。

信
濃
国
で
発
行
さ
れ
た
善
光
寺
地
震
の
瓦
版
は
、
江
戸
や
名

古
屋
へ
も
持
ち
運
ば
れ
ま
し
た
。
旅
人
の
口
伝
て
の
情
報
と
と

も
に
、
瓦
版
は
情
報
を
伝
達
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を

果
た
し
た
の
で
す
。

柵
異
国
船
情
報

瓦
版
の
題
材
は
、
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
の
ほ
か
、
読
む
人

の
好
奇
心
を
あ
お
る
珍
し
い
話
や
、
沢
を
さ
そ
う
孝
行
話
な
ど

Ｏ
Ｅ

０
０
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ユ
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／大
着

イ
タ
負
え
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口
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Ｆ
か
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総
日
ナ
埓
ぇ
軌

アメリカ艦大‖子アダムスの肖像

(望 月町 大森久芳蔵 )

り
良 黒船が来たこと

も伝えられて

いたのね。

読売屋ともよばれた瓦版売り

で
し
た
。
し
か
し
幕
末
に
な
る
と
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
政
治
に

関
す
る
も
の
も
、
発
行
者
Ｚ
を
記
さ
ず
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

一
八
五
三
年

（嘉
永
六
）、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦

賀
に
来
航
し
た
と
き
に
は
、
黒
船
や
海
岸
防
備
に
つ
い
て
の
瓦

版
が
数
多
く
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
佐
久
郡
望
月

宿

（望
月
町
）

本
陣
の
大
森
家
に
は
、
ペ
リ
ー
と
と
も
に
来
航
し
た
ア
ダ
ム
ス

の
絵
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
遠
く
横
浜
で
お
こ
っ
た
で
き
ご
と

が
絵
や
文
字
に
書
か
れ
て
、　
い
ち
早
く
信
濃
ま
で
伝
わ
り
ま
し

ュ７．に。
鬱
文
字
情
報
の
庶
民
化

江
戸
後
期
に
は
、
寺
子
屋
の
普
及
に
よ
っ
て
農
村
で
も
か
な

り
の
数
の
人
々
が
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
商

品

経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
人
や
物
が
さ
か
ん
に
移
動
し
、
学
問
の

発
達
に
と
も
な
っ
て
知
識
の
交
流
が
お
こ
な
わ
れ
、
多
く
の
文

字
情
報
が
庶
民
に
ま
で
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

一
人
七
三
年

（明
治
六
）
に
は
、
「信
濃
毎
日
新
聞
」
の
前

身
の

「長
野
新
報
」
が
創
刊
さ
れ
、
瓦
版
は
し
だ
い
に
姿
を
消

し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
瓦
版
の
娯
楽
的
な
部
分
は
今
日

の
新
聞
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
籍
林
弘
巻

０
０

０
０



安
全
な
暮
ら
し
へ
の
そ
な
え

―
町
や
村
の
火
消
し

!847年 (弘イし4)の善光寺地震の時におきた火災のあ りさま。

(「地震後世俗語之種J 真田宝物館蔵)

1辣 .

◆
火
消
し
の
は
じ
ま
り

火
消
し
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
各
都
市
に
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
武
家
屋
敷
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
大
老
や
旗
本
が

消
火
に
あ
た
り
、
町
屋
の
火
災
に
は
町
人
が
消
人
に
あ
た
る
こ

と
が
基
本
で
し
た
。
『江
戸

丁

々
火
用
赴
道
具
品
数
附
』
を

み
る
と
江
戸
の
町
ご
と
に
常
備
さ
れ
て
い
た
火
消
し
道
具
や
日

印
が
わ
か
り
ま
す
。
は
し
ご
、
竜
吐
水
、
水
桶
、　
つ
る
べ
な
ど

が
数
量
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
江
戸
の
人
び

と
の
防
災
に
対
す
る
意
識
は
高
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

上
田
城
下
で
は
当
時
藩
主
で
あ
っ
た
仙
石
政
俊
が
消
防
用
の

水
篭
を

一
六
六
八
年

（寛
文
八
）
に
常
備
さ
せ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
ま
た

一
七
二
六
年

（享
保

一
一
）
松
本
町
に
も
町
火
消
し

人
足
の
組
織
と
道
具
が
整
え
ら
れ
、　
一
セ
二
三
年

（享
保

一

八
）
に
は
飯
田
藩
領
で
も
出
人
の
さ
い
の
定
書
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
同
じ
こ
ろ
小
諸
や
高
速
、
飯
出
で
も
町
火
消
し
の
整
備

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
火
消
し
は
、
町
ご
と
に

「組
」
と
し

て
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
大
き
な
火
災
で
も
現
場
で
自
分
の
受

け
持
ち
場
所
が

一
日
で
わ
か
る
よ
う
に
纏
や
高
張

提

燈
に
そ

34



水篭 (上 田市立博物館蔵)

(「江戸丁々火用心道具品数附J部分 長野県立歴史館蔵 )

火事羽織 (上 田市立博物館蔵)

れ
ぞ
れ
の
組
の
名
や
記
号
を
書
き
、

こ
れ
を
目
印
に
し
て
消
火

に

あ

た

り

ま

し

た

。

學
い
ろ
い
ろ
な
火
消
し
道
具

人
を
消
す
た
め
の
道
具
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
当
時
は
消
防
車
も
化
学
薬
品
の
消
火
剤
も
あ
り
ま
せ
ん
。

水
を
か
け
た
り
、
類
焼
を
防
ぐ
た
め
に
家
を
凛
し
た
り
、
人
を

寄
せ
付
け
な
い
よ
う
に
大
き
な
団
一局
で
あ
お
い
だ
り
す
る
消
火

活
動
が

一
般
的
で
し
た
。

水
を
か
け
る
道
具
は
篭
に
和
紙
を
は
っ
て
そ
の
上
に
柿
渋
を

塗
っ
た
水
篭
を
使
い
ま
し
た
。
そ
の
他
木
製
の
水
桶
、
長
柄
杓
、

後
に
は
ポ
ン
プ
の
役
割
を
す
る
竜
吐
水
や
水

弾
が
使
わ
れ
ま

お
の
　
　
と
び
く
ち

し
た
。
家
を
凛
す
た
め
に
斧
や
鳶
口
を
使
っ
た
り
、
飛
び
散
っ

た
人
の
粉
を
た
た
い
て
消
し
た
藁

帯
や
む
し
ろ
な
ど
も
消
火

に
か
か
せ
な
い
道
具
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
部
詠ヽ
蔓

Ｅ
Ｕ

●
０



医
療
の
ひ
ろ
が
り

1861年 (文久元)に 「無医村につき」山浦通碩 という医者を

招きたいという横内村役人たちの願書 (茅野市 横内共有文書)

蘭方薬として宣伝 されたウルユスという痰

などの薬の看板。文政年間には信濃にもは

いつていた。

宮原良碩が記録 したシーボル トの治療記録

(天理大学附属天理図書館蔵)

◇
無
医
村
脱
出
の
願
い

病
気
に
な
れ
ば
医
者
に
か
か
る
の
が
今
で
は
あ
た
り
ま
え
で

す
ね
。
人
び
と
が
こ
う
い
う
医
療
観
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
じ
つ
は
、
江
戸
中
期
以
後
の
こ
と
な
の
で
す
。
江
戸
初
期

ま
で
は
、
村
の
な
か
に
医
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
病
気
に
な

る
と
神
仏
に
祈
っ
た
り
民
間
業
を
の
ん
だ
り
す
る
の
が
主
な
治

療
法
で
し
た
。

江
戸
中
期
以
後
、
商
品
流
通
が
盛
ん
に
な
り
、　
い
ろ
い
ろ
な

業
種

（業
の
原
料
）
も
出
ま
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
医
者

が
ダ
し
ず
つ
増
カロ
し
、
そ
の
効
果
が
み
え
て
く
る
と
、
人
々
は

医
者
に
よ
る
投
薬
と
治
療
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　
一

人
一
三
年

（文
化

一
〇
）
に
は
、
北
信
地
方
の
業
種
間
屋

一
二

軒
の
得
意
先
が
医
師
を
中
ミ
に
武
士
、
寺
院
な
ど
六
六
二
軒
も

あ
り
ま
し
た
。
医
薬
へ
の
関
ぬ
と
需
要
が
、
医
師
以
外
の
人
に

も
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

一
八
六

一
年

（文
久
元
）、
そ
れ
ま
で
無
医
村
だ
っ
た
諏
訪

郡
横
内
村

（茅
野
市
）
で
は
、
村
で
居
住
費
な
ど
の
生
活
費
を

だ
し
て
、
出
浦
通
碩
と
い
う
医
者
を
理
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

医
師
の

「
村
方
引
請
」
と
い
い
ま
す
が
、
江
戸
後
期
に
は
、
無

口
Ｕ

０
０
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小諸藩の種痘 を実施 した川 口自仙・林甫三 らが藩主牧野康哉公の徳 をたたえて奉納 した額

(小諸市 徴古館蔵)

|ヽ
こ れ

小林文素が製作 した解体人形 (臼 田町 小林改―郎蔵)

が 医者の番付である F当 時流行医見立』 (長野県立歴史館蔵)

1軸

医
村
脱
出
の
願
い
は
ど
の
村
で
も
強
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

奪
村
の
な
か
の
西
洋
医
学
と
近
代

医
者

へ
の
需
要
が
た
か
ま
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
漢
方

医
学
で
は
な
く
オ
ラ
ン
ダ
伝
来
の
蘭
方
医
学
を
学
ぶ
者
も
で
て

き
ま
し
た
。　
一
七
七
四
年

（安
水
二
）
の
杉
田
玄
白
ら
の

『解

体
新
書
』
の
刊
行
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

一
八
二
六
年

（文
政
え
）
に
、
長
崎
に
修
業
に
で
か
け
た
更

級
郡
上
出
田
村

（上
出
田
町
）
の
官
原
決

菫
と
い
う
農
民
が

い
ま
し
た
。
彼
は
長
崎
で
シ
ー
ボ
ル
ト
と
い
う
医
者
の
手
術
を

見
て
蘭
方
医
学
を
学
び
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
官
原
良

碩
と
い

う
Ｚ
で
医
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
唄
、
佐
久
郡
大
奈
良
村

（自
田
町
）
の
寺
子
屋
師
匠
小
林
文
素
は
、
『解
体
新
書
』
を
よ

ん
で
人
体
模
型
で
あ
る
解
体
人
形
を
製
作
し
ま
し
た
。
幕
末
に

な
る
と
、
伊
那
郡
西
町
村

（伊
那
市
）
の
蘭
方
医
須
日
経
哲
は
、

一
八
五
六
年

（安
政
二
）
に
下
大
島
村

（伊
那
市
）
で
骨
疸

（カ
リ
エ
ス
）
の
外
科
手
術
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

一
八
六
九
年

（明
治
二
）、
蘭
方
医
金
沢
宗
伯
ら
は
、
小
諸

に
近
い
御
影
陣
屋

（幕
府
領
に
お
か
れ
た
役
所
）
に
、
今
の
病

院
と
医
学
校
と
医
師
会
と
を
か
ね
た
施
設
で
あ
る
医
学
館
を
設

立
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
医
学
の
近
代
化
は
江
戸
時
代
か
ら

始
ま
っ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
木
歳
主

７
′

０
０



自
立
を
は
じ
め
た
女
た
ち

離 縁 状 (山 ノ内町 青木源蔵 )

働 く女1生 たち (「四季農耕図絵」 山ノ内町 青木源蔵)

考
４

づ
俊
ぁ

る

怖
↓う
一れ
を
く
漁

職
ケ
か
仏
八

i鑽

=41

◆
男
尊
女
卑

江
戸
中
期
の
女
子
教
育
書

『
女
大
学
』
で
は
、
家
に
あ
っ
て

は
親
に
従
え
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
え
、
老
い
て
は
子
に
従
え
、

と
説
き
二
従
の
教
え
こ
そ
が
江
戸
時
代
の
女
性
の
生
き
方
で

あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
家
同
士
の
結
婚
、
夫
か
ら
の
一
方
的
な

離
縁
が
あ
た
り
ま
え
と
い
う
の
が
江
戸
時
代
の
女
性
の
あ
り
方

と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
男
尊
女
卑
と
い
う
わ
け
で

す
。
は
た
し
て
そ
れ
が
す
べ
て
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

◇
恋
愛
結
婚
や
協
議
離
婚

一
七
え
八
年

（寛
政

一
〇
）、
佐
久
郡
小
海
村

（小
海
町
）

の
な
お
と
い
う
女
性
は
、
親
族
の
反
対
を
押
し
切
り
、
近
く
の

村
の
半
左
衛
門
と
の
恋
愛
結
婚
を
認
め
さ
せ
て
い
ま
す
。

一
人
二
三
年

（天
保
四
）
に
は
、
高
井
郡
の
あ
る
村
に
嫁
い

で
い
た
二
〇
歳
の
ふ
き
と
そ
の
夫
と
の
離
略
が
成
立
し
ま
し
た
。

じ
つ
は
、
こ
れ
は
女
性
の
ほ
う
か
ら
申
し
出
た
話
し
合
い
の
上

で
の
離
略
だ
っ
た
の
で
す
。　
一
七
八
六
年

（天
明
六
）
に
、
小

諸
藩
で
は
女
性
か
ら
の
離
嬌
の
訴
え
が
多
い
の
で
、
こ
れ
か
ら

は
禁
止
す
る
と
の
触
れ
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

恋
愛
結
婚
や
女
性
か
ら
の
離
略
も
実
際
に
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た

０
０

０
０



京都で明治維新の実現のために活躍 した松尾多勢子

(豊丘村 松尾佑三蔵)

夫婦夕1性の

lよ しりだね。

観音寺にある小沢重喬 。川上静子夫妻の墓石

の
で
す
。

◆
た
た
か
い
、
学
び
、
自
立
す
る
女
性
た
ち

江
戸
時
代
の
農
村
女
性
は
働
き
者
で
し
た
。
厳
し
い
晨
作
業

の
あ
い
ま
に
、
機
織
り
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
人
二
二
年

（文
政
二
）
に
高
速
藩
領
で
は
、
男
は

一
日
に
わ

ら
じ
二
足
ず
つ
、
女
は

一
カ
月
に
木
綿
の
布

一
反
を
差
し
出
す

よ
う
に
と
の
新
し
い
税
が
課
さ
れ
ま
し
た
。
怒
っ
た
晨
民
た
ち

二
〇
〇
〇
人
に
ま
じ
っ
て
女
性
た
ち
八
〇
人
ほ
ど
が
一
揆
に
参

加
し
て
、
と
う
と
う
そ
の
命
令
を
撤
回
さ
せ
ま
し
た
。

一
八
二

一
年

（天
保
二
）、
上
田
原
町

（上
田
市
）
の
商
家

の
奥
様
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ
で
大
原
山
学
と
い
う
先
生
に
儒
学

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
幕
末
に
な
る
と
江
戸
後
期
に
広
が
っ
た

国
学

（古
典
研
究
の
学
問
）
を
学
ぶ
女
性
も
い
ま
し
た
。
筑
摩

郡
蟄
川
宿

（櫓
川
村
）
に
は
、
国
学
者
小
沢
菫
喬
と
姜
川
上
静

子
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
戒

Ｚ
で
な
く
夫
婦
別
姓
で
そ
れ
ぞ
れ

の
老
前
を
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。
伊
那
郡
供
野
村

（豊
丘
村
）
の

松
尾
多
勢
子
は
、
国
学
を
学
ん
で
五
二
歳
で
上
京
し
、
明
治
維

新
の
陰
の
力
と
な
っ
て
働
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
後
半
に

な
る
と
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
生
き
よ
う
と
す

る
女
性
た
ち
が
大
勢
で
て
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
言
木
歳
こ

０
０

０
０
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上穂村横厩家における栽培水稲品種 (『駒ケ根市誌Jよ り)

比較的長期間栽培されたのが、うすは餅とゑり穂であった。

イネの図 (市岡崚智「本草図彙」

飯田市美術博物館蔵)
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◆
米
の
品
種
改
良

み
な
さ
ん
は
、
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
と
か

「
サ
サ
ニ
シ
キ
」
な

ど
と
い
う
味
の
文
い
お
米
の
Ｚ
前
を
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
う

し
た
お
米
は
そ
の
時
の
消
費
者
の
口
に
あ
う
よ
う
に
改
良
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。

お
米
が

一
番
の
主
食
と
な
り
、
お
金
の
か
わ
り
に
も
な
る
よ

う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
る
よ
う
な

品
種
の
改
良
が
熱
心
に
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

伊
那
郡
上
穂
村

（駒
ヶ
根
市
）
の
横
厩
家
に
残
る

一
セ

一
一

年

（工
徳
元
）
か
ら

一
八
五
九
年

（安
政
六
）
ま
で
の
稲
の
栽

培
記
録
を
み
る
と
、
な
ん
と
五
〇
種
以
上
の
稲
を
栽
培
し
て
い

ま
し
た
。
毎
年
、
二
種
か
ら
え
種
ほ
ど
の
稲
を
栽
培
し
て
は
収

穫
量
を
調
べ
、
収
穫
の
グ
な
い
稲
は

一
年
で
栽
培
を
や
め
る
な

ど
、
そ
の
土
地
に
適
し
た
稲
作
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
本

内
郡
尾
崎
村

（飯
出
市
）
の
宮
本
家
に
も
同
じ
よ
う
な
稲
の
栽

培
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
晨
民
に
よ
る
稲
の
品
種
改
良
の

本
格
的
な
工
夫
は
、
江
戸
時
代
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

◆
肥
料
の
工
夫
と
雪
隠

生
産
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
肥
料
が
人
事
で
す
。
江
戸
時
代

ｎ
ｕ

Л
“



豪農屋敷絵図 (須坂市 竹前勝市蔵)

1738年 (元文 3)の 井上村 (須坂市)の豪農竹前家の屋敷図。同家では厩肥や

人糞尿を多用 していた。南西に肥屋がある。

人糞尿は肥料 として有効に使われた。

(が げだめ 長野県立歴史館常設展示)

肥屋の中に肥桶も描かれ、肥水のためが

7か所もみえる。 (「豪農屋敷絵図」部分)

以
前
は
、
草
木
反
や
刈
敷

（ク
ヌ
ギ

・
ナ
ラ
な
ど
広
葉
樹
の
若

芽
や
若
木
を
水
田
に
敷
き
こ
む
も
の
）、
厩
肥

（家
畜
の
糞

尿

や
敷
き
藁
を
腐
ら
せ
た
肥
料
）
な
ど
が
主
で
し
た
。

今
か
ら
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
と
、
本
家
か
ら
独
立
し
て
、

夫
婦
と
子
供
の
小
家
族
で
晨
業
を
す
る
家
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

馬
を
飼
え
な
い
彼
ら
は
、
家
に
溜
め
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
く
さ

ら
せ
た
人
糞
尿
を
積
極
的
に
肥
料
に
し
は
じ
め
た
の
で
す
。
こ

う
し
て
ど
の
家
に
も
溜
め
や
雪
隠

（便
所
）
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
雪
隠
は
ト
イ
レ
と
し
て
だ
け
で
な
く
肥
料

製
造
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

人
糞
尿
に
含
ま
れ
る
ア
ン
モ
ニ
ア
は
、
植
物
の
生
長
に
欠
か

せ
な
い
室
素
肥
料
な
の
で
す
。
今
で
は
硫

安
と
か
尿
素
、
塩

安
な
ど
の
化
学
肥
料
が
主
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
人
糞
尿
だ
け
を
使
い
す
ぎ
る
と
、
土
地
が
酸
性
に
な
っ

て
、
植
物
の
生
長
に
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ア
ル
カ
リ

性
の
石
灰
を
ま
い
て
中
和
す
る
よ
う
な
工
夫
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
多
く
の
晨
業
技
術
の
改
良
が
お
こ

な
わ
れ
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
の
で
す
。

（青
木
歳
幸
）
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気
象
観
測
の
は
じ
ま
り

火打ち石と火打ち金で稲妻をおこす鬼や風をおこす鬼、雨を降ら

すうさぎなどが描かれている。(F教訓三界図会J 長野県立歴史館蔵)
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久保田家の正月の天気の記録 (長野県立歴史館蔵)

北原家の長年にわたる日記 といえる

「当家年代記」。●印が晴れの記録。

(飯 田市 北原斌大蔵)
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◇
天
気
の
記
録
と
予
測

毎
日
の
天
気
の
記
録
は
、
江
戸
時
代
の
日
記
の
な
か
に
し
ば

し
ば
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
水
内
郡
間
御
所
村

（長
野
市
）

の
久
保
田
家
の
一
八
五
七
年

（安
政
四
）
二
月
の
記
録
を
み
る

と

「
元
日
天
気
、
二
日
天
気
、
二
日
雪
降
、　
四
日
昼
前
夕

ヽ
雪

降
昼
後
天
気
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
穏
や
か
な
新
年
を

理
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
那
郡
座
光
寺
村

（飯
田
市
）
の
北
原
家
の
日
記
で
は
天
気

の
記
録
に
記
号
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

「
文
政
三
年

二
月
四
日
①
Ｏ

・
・
・
二
月

一
七
日
Ｏ
①
」
、
「
文
政
九
年
四

月
四
日
●
●
大
水
村
ゝ
新
田
流
失
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
印
が
二
つ
あ
る
の
は
午
前
と
午
後
に
分
け
て
記
録
し
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
北
原
家
で
は
明
治
に
な
る
ま
で
同
じ
形
式
で

Ｆ
記
が
つ
け
ら
れ
、
天
気
の
記
録
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
長

い
間
の
観
察
や
言
い
伝
え
を
も
と
に
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
は

人
気
の
変
化
を
予
想
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な

経
験
の
積
み
重
ね
は
、
天
気
を
予
測
す
る
但
諺

（
こ
と
わ
ざ
）

も
生
み
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
機
器
を
使
っ
た
天
気
の
観
測
は
八
代
将
軍
徳
川
吉

●
Ｅ

■
“



上
ｔ

ｉ
ャ

ｉ́
＾
ヵ

鸞

ま
瀞
水
１
・ハ

立滞
聯
韓
羅́
齢
９
■
ザ
う
各

自

ウ
．
力
‘

）”
一

せ
瓢
芽
魚
註
な
―
み

は
詳
コ
「゙̈
」
ルー
・；
‥
ニ

た
身
”
郵
す
ｒ
一・に■
上
度^
一肇
慇
色
議
ェで
割
ｒ
筆
‘

´
だ
■
■
被
思
い

，
■
針
ヽ
ド
、，́計
上
が
縛
γ
う
，ち
ら
ィ
ｒ
一は

，
，
ら
―

ｔ
ｉ
ら
ｒ・
一バ́

・わ
上
」ｔ
ヽ́
Ｔ
卜
↑
′、■
晏
「
た
わ
／
上
げ
智
「ｔ
贅

７
●
ハ
運
ざ
だ
十
ヶ

仁ヽ
●

■
卜
機
ま
‘・争
あ
ィ
や更
―
。́
一各
イふ
）

‥

イ
■
ル
え
工
″
”″」
と
Ｔ
夜
ｔ
り
や

に変
キ
ン
ト
争
メ
螢
イ
蒲
継
歩
■
う

Ｉ

ワ

二ヽ
民

，
下
へ事
ヽ
Ｔ
コ
擬
■

斗
一
夕
■
）一
べ一
ミ

ム
ど
“

Ｌ
キ
ヨ
ヶ
〓
ｔ
小
ｉ
曰ネ
ｒ＞
・
詳
・こ
・ル

頂ヽ
ケ
ニ
な
軍̈
■
４
・

■
■
一∴
・
・ｔ
」″
片
声
可
”
氣

■

ｔ

上
贅
Ｉ
二
渉
■
“
纂
蔵

ン
、ヽ魯
ｉ
希
”
わ

″

●
有

幸
み

まヽ
´ヽ

ザ
ギヽ
「子

一タ
ー
之
疑
ガ
（
１

，
ｔ
訂
サ
¨

乾湿言十の解説書 (「 内国博覧会二関スル部」 877年  長野県立歴史館蔵)

清水金左衛門の乾湿計 明治時代前期

(上 田市 清水憲之助蔵)

植物を湿度の澳l定 に

つかう

“

んて

すごい7あ 。

宗
が

一
七
一
六
年

（享
保
元
）
に
江
戸
城
内
に
雨
量
計
を
設
置

し
、
水
位
を
記
録
さ
せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後

温
度
、
気
圧
の
順
に
観
測
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
機
器
を
使
っ
た
観
測
は
上
層
の
階
級
で
お
こ
な
わ
れ
た
の

み
で
、
庶
民
に
は
ひ
ろ
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◇
乾
湿
計
の
考
案

信
濃
で
は
幕
末
の
養
蚕
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
気
象
観
測
の

踏
要
性
が
で
て
き
ま
し
た
。
温
度
や
湿
度
な
ど
の
調
節
が
蚕
の

戌
育
を
左
右
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。
小
県
郡

上
塩
尻
村

（上
田
市
）
の
清
水
金
左
衛
門

（
一
八
二
二
～
八
八

よ
う
さ

ん
き

ょ
う

こ
う

ろ
く

年
）
は

一
人
四
七
年

（弘
化
四
）
に

『養
呑
教

弘
録
』
を
著

し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
金
左
衛
門
は

「気
の
こ
も
り
む
す
は

第

一
の
尋
な
り
」
と
換
気
の
大
切
さ
を
の
べ
て
い
ま
す
。
明
治

の
は
じ
め
ご
ろ
に
彼
は
日
本
で
初
め
て
の
乾
湿
計
も
考
案
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
赤
茅

（メ
ガ
ル
カ
ヤ
）
の
穂
先
が
湿
気
に
よ
っ

て
ね
じ
れ
る
性
質
を
利
用
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
長
野
県
の
許

可
を
得
て
一
人
七
五
年

（明
治
八
）
か
ら
こ
の
乾
湿
計
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
以
後
気
象
観
測
の
技
術
は
さ
ま
ざ
ま
な
開
発

・

改
良
が
な
さ
れ
現
在
の
よ
う
に
、
気
象
衛
星
を
使
っ
た
観
測
シ

ス
テ
ム
が
展
開
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
実
保
田
貞
趣

０
０

■
“



傘 連判 状  1637年 (寛永 14)、 佐久郡田之口組六

か村の百姓69人が年貢減免などを訴えた訴状。

代表者がわからぬよう円形に署名 した。

(部分 長野県立歴史館蔵 複製 原本は中条武吉蔵 )

年
貢
を
軽
く
す
る
た
め
に

―揆のいでたち。 1825年 (文政 8)12月 安曇郡

でおこった赤蓑騒動での百姓の姿を復原 した

もの。(長野県立歴史館常設展示)

◆
苦
し
く
な

っ
た
藩
の
財
政

一
八
二
五
年

（文
政
八
）
か
ら

一
人
二
五
年

（天
保
六
）
ま

で
の
松
本
藩
の
平
均
収
入
は
、
年
に
二
万
四
七
〇
〇
両
余
、
支

由
は
四
万
六
〇
〇
両
余
で
、
４
年
六
〇
〇
〇
両
近
い
赤
字
が
続

い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

各
藩
で
は
、
藩
士

（家
臣
）
に
与
え
る
給
料
を
減
ら
し
た
り
、

大
商
人
や
大
地
主
、
さ
ら
に
は
各
村
に
ま
で
御
用
金
を
か
け
た

り
し
ま
し
た
。
飯
田
藩
で
は
、　
一
セ
二
九
年

（享
保

一
四
）
か

ら

一
八
七
〇
年

（明
治
二
）
ま
で
に
ニ
ニ
回
も
の
御
用
金
を
納

め
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
豪
晨
商
を
た
よ
っ
て
莫
大
な
借
金

を
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
幕
末
に
な
っ
て
く
る
と
、
信
濃
の
ど
の
藩
で

も
、
支
由
は
増
え
て
も
収
入
が
増
え
な
い
の
で
、
藩
財
政
の
や

り
く
り
が
苦
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
ｏ

ゆ
年
貢
増
税
の
な
か
の
百
姓

一
揆

各
藩
が
最
も
力
を
い
れ
た
の
は
、
百
姓
の
年
貢
を
巧

炒
に

増
や
し
て
、
藩
の
収
入
を
多
く
す
る
と
い
う
や
り
か
た
で
し
た
。

ま
つし
ろ

松
代
藩
で
は
、　
一
セ
五
〇
年

（寛
延
二
）
に
浪
人
か
ら
登
用
さ

れ
た
田
村
半
右
衛
門
が
年
貢
の
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
増
や
し
て

■
４

■
４
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信濃国におきた百姓一揆の件数 (長野県立歴史館常設展示)
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田

1761年 (宝暦 H)宝暦騒動の義民の碑

(青木村)

農民の薯求が

`ζ
、えていたんだね。

納
め
さ
せ
る
な
ど
税
の
徴

収
方
法
を
変
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

百
姓
た
ち
は
相
談
し
て
増
税
を
し
な
い
よ
う
に
願
い
出
ま
し
た
。

し
か
し
、
何
度
頼
ん
で
も
藩
は
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
つ
い
に
、　
八
月
に
は
出
中

（長
野
盆
地
の
西
部
の
出
間

部
）
二
七
か
村
か
ら
二
〇
〇
〇
余
人
の
百
姓
に
よ
る
増
税
反
対

一
揆
が
お
こ
り
、
増
税
策
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た

（
田
村
騒

動
）。
田
村
は
今
か
ら
が
ら
、
松
代
か
ら
江
戸
に
逃
げ
帰
り
ま

し
た
。

近
せ
の
始
め
に
は
、
重
い
年
貢
を
き
ら
っ
て
村
か
ら
抜
け
出

し
て
い
く
逃

散
と
嗜
ば
れ
る
や
り
方
で
領
主
に
対
抗
し
ま
し

た
が
、　
一
八
世
紀
に
な
っ
て
く
る
と
村
や
地
域
の
百
違
が
団
結

し
て
減
税
の
要
求
を
お
こ
な
い
、
理
に
合
わ
な
い
年
貢
増
徴
に

は
、
強
訴
や
打
ち
こ
わ
し
で
激
し
く
た
た
か
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。　
一
揆
の
責
任
者
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
傘

逹
判

状
を
用
い
て
訴
状
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
百
姓

一
揆
は
、

上
の
図
の
よ
う
に
、
天
保
の
凶
作

・
飢
饉
が
あ
っ
た

一
え
世
紀

に
は
、
信
濃
国
の
各
地
で
ひ
ん
ば
ん
に
起
こ
り
ま
し
た
。

一
人
七
〇
年
の
末
に
は
、
そ
の
総
決
算
と
も
い
え
る
せ
直
し

一
揆
が
、
松
代
藩

・
須
坂
藩
そ
れ
に
中
野
県
と
続
け
ざ
ま
に
お

き
て
、
藩
や
県
の
上
台
を
ぐ
ら
つ
か
せ
ま
し
た
。　
　
冗
出
文
こ

Ｅ
Ｕ
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藩の収入増 をね らって焼かれた吉向焼

(田 中本家博物館蔵)

藩政政革に取 り組んだ須坂藩主堀直虎

(岩崎長思「堀直虎公博』)

江
戸
時
代
の
政
治
改
革

―
藩
政
改
革

■

ト

◆
藩
政
改
革

江
戸
時
代
も
後
半
に
な
る
と
、
信
濃
で
は
最
大
の
松
代
藩
か

ら
最
小
の
須
坂
藩
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
藩
政
の
改
革
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。
苦
し
く
な
っ
て
き
た
藩
の
財
政
を
は
じ
め
、
政
治

を
改
革
し
て
藩
政
の
建
て
直
し
を
は
か
っ
た
の
で
す
。　
一
万
石

の
小
大
Ｚ
で
あ
っ
た
須
坂
藩
に
と
っ
て
は
藩
政
改
革
が
と
り
わ

け
菫
要
で
し
た
。

◇
須
坂
藩
の
改
革

須
坂
藩
で
は
、　
一
七
え
〇
年

（寛
政
二
）
に
領
内
法
度

（き

ま
り
）
を
出
し
て
、
貨
幣
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
た
晨
民
の
生
活

を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、　
一
八
〇
八
年

（文
化
五
）
に
は
豪
晨

商
の
田
中
本
家
ほ
か
四
人
の
御
用
逹
に
、
六
〇
〇
〇
両
近
い
資

金
を
割
り
当
て
く
め
ん
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な

生
活
規
制
や
御
用
逹
に
た
よ
る
政
治
を
続
け
ま
し
た
が
、
藩
政

建
て
直
し
の
決
め
手
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

十
二
代
藩
主
堀
直
式
は
、
積
極
的
に
改
革
に
取
り
組
み
、
吉

向
父
子
を
江
戸
か
ら
招
い
て
吉
向
焼
を
焼
か
せ
た
り
、
薬
用
人

参
を
試
作
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
成
功
せ
ず
に

一
人

五
〇
年

（嘉
水
二
）
六
月
に
は
、
藩
の
借
財
が
四
万
四
〇
〇
〇

ａ
ｕ

Л
“



囃
が

比

小
撻

機
奪

あ
η

清
猟
雌
島
力
簿
Λ
λ
τ
ム

ー
タ
■
役
γ
を
春

―

４́

晨

と言

晨

ら

で

，

一挙

ζ

η

お

Ｘ

偽

事

後

膚
ん

潔

ム
泌
管
傘

●

４

●
ア

1851年 (嘉永 4)献金などで須坂藩の改革を支援 した中沢弥右衛門に対 して

出された褒詞 (須坂市 中沢一朗蔵)

須坂藩に御用金をくめんした豪農商、

田中本家 (写真提供 田中本家博物館)

両
に
も
連
し
ま
し
た
。
倹
約
と
御
用
金
集
め
に
加
え
て
、
同
年

九
月
に
は
、
京
都
本
願
寺
の
磁
学
者
石
田
小
右
衛
門
に
頼
み
、

ぬ
学
説

教
に
よ
る
改
革
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
領
民
か
ら
反

ぱ
つ
を
か
い
石
田
は
失

脚
し
ま
し
た
。
か
わ
っ
て
家
老
の
野

口
源
兵
衛

。
河
野
逹
が
実
権
を
握
り
ま
し
た
。
金
貸
し
会
所
を

設
け
た
り
、
土
木
建
設
事
業
を
積
極
的
に
す
す
め
ま
し
た
が
、

わ
い
ろ
政
治
が
は
び
こ
り
、
領
民
の
信
用
を
全
く
失
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

◆
命
が
け
の
政
治
改
革

十
二
代
藩
主
と
な
っ
た
堀
直
虎
は
、
苦
悶
の
う
ち
に
も
、
乱

れ
た
藩
政
の
改
革
を
す
す
め
ま
し
た
。
野
口
・
河
野
ら
中
心
人

物
を
補
え
て
財
産
を
没

収
し
、
切
腹
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
関

係
者
二
た
人
を
典
罰
し
ま
し
た
。
領
民
に
は
、　
一
年
間
の
年
貢

免
除
、
こ
れ
ま
で
の
藩
貸
し
金
の
棄
捐

（返
さ
な
く
て
よ
い
こ

と
）、
御
用
金
の
停
止
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
六

年
後
に
は
、
幕
府
の
若
年
寄
兼
外
国
惣
奉
行
で
あ
っ
た
直
虎
は
、

将
軍
慶
喜
の
幕
府
政
治
の
や
り
方
に

「諫
言
」
（
い
さ
め
る
こ

と
）
し
、
江
戸
城
中
で
自
ら
命
を
た
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
内

外
と
も
に
、
文
字
通
り
命
が
け
で
政
治
改
革
に
挑
戦
し
た
の
で

―
士
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（た
出
文
雄
）
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で
事
運
営
、

（ま
た
は
庄

お

こ
な

っ
て

い

が
ら
、
年
貢
や
税
の
不
公
平

な
わ
り
ふ
り
が
あ

っ
た
り
し
て
、
村
役
人
た
ち
と
晨

民
た
ち
と
の
間
に
争

い
が
お
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
を
村
方
騒
動
と
い
い
ま
す
。

村
方
騒
動
は

一
人
世
紀
後
半
か
ら
増
加
し
、
天

災

。
地
変
や
飢
饉
な
ど
が
あ
い
つ
い
だ

一
人
二
〇
年

代
の
天
保
期
に
北
信
濃
で
激
増
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
村
役
人
の
不
工
を
め
ぐ

っ
て
起
こ
り
ま
し
た
か
ら
、

村
役
人
の
選
出
方
法
が
争
点
と
な
り
ま
し
た
。

◆
入
札
制
の
ひ
ろ
が
り

一
セ
九
四
年

（寛
政
六
）
、
幕
府
領
佐
久
郡
北
沢

村

（佐
人
市
）
で
は
農
民
全
員
の
人
札

（選
挙
）
に

よ
り
高
得
点
者
が
老
主
に
な

っ
て
い
ま
す
。　
一
人
世

紀
後
半
に
は
、
村
役
人
の
任
期
制
と
入
札
制
が
各
地

で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
八
〇
九
年

（文
化
六
）
松
代
領
の
南

長
池
村

（長
野
市
）
で
は
、
小
前
と
か
恨

下
と
よ
ば
れ
る
下

層
農
民
も
入
札
に
参
加
し
て
、
彼
ら
が
推
せ
ん
す
る

人
物
が
名
主
に
当
選
す
る
な
ど
、
選
挙
権
も
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。

一
八
六
三
年

（文
久
二
）
、
佐
久
郡
下
海
瀬
村

（佐
久
町
）

の
名
主
と
組
頭
の
入
札
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
人
札
の
し
か
た
を
み
る
と
、

ま
ず
台
恨

（有
権
者
名
簿
）
を
つ
く
り
、
人
数
分
の

札

（投
票
用
紙
）
を
有
権
者
に
配
り
ま
す
。
選
挙
会

場
で
、
そ
の
札
に
本
人
で
あ
る
確
認
の
割
り
印
を
押

し
た
上
で
、
候
補
者
の
名
前
を
書
い
て
札
を
入
れ
ま

す

（投
票
）
。
そ
の
結
果
、
最
多
の
票
数
を
得
た
候

補
者
が
当
選
し
て
い
ま
す
。
い
ま
の
選
挙
の
や
り
か

た
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。

◆
女
性
に
も
選
挙
権
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
、
こ
の
入
札
恨
に
は
、
京
太
夫
後
家
な

ど
二
人
の
女
性
が
有
権
者
と
Ｌ
て
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。

つ
ま
り
、
江
戸
後
期
の
村
で
は
、
女
性
も
戸
主

で
あ
れ
ば
選
挙
権
が
あ
り
村
政
に
参
加
で
き
た
の
で

す
。
女
性
戸
主
の
村
政
参
加
は
、
近
せ
後
期
の
信
濃

各
地
に
み
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
後
明
治
政
府
に

よ
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
女
性
参
政
権
が
否
定
さ
れ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
江
戸
時
代
の
庶
民
意
識
の
高
さ

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
（青
木
歳
幸
）

下海瀬村 (佐久町)の入札帳。半右衛門らが名主と組頭の入札に参加 したことがわかる。組

頭は右馬之助が30票で当選 した。

(長野県十歴史館蔵 複製 原本は国立史料館蔵)
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信
濃
国
の
産
物
を
運
ん
だ
中
馬

―
宅
配
便
の
起
源

さまざまな馬の衣装。馬子たちの願いや心意気がこめ られている。

(茅野市 伊藤益郎蔵)いろんγ道具を

使っているわ。

塩俵 を運νぶ中馬の姿 (長野県立歴史館常設展示)

蒙
粋
を
競

っ
た
信
州
中
馬

松
の
根
を
引
き
抜
く
金
太
郎
、
大
波
と
亀
、
雲
と
蜂
、
大
津

東
町
、
大

碇

・
・
。
こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
の
宅
配
便
と
も
い

え
る

「中
馬
」
が
身
に
付
け
て
い
た
布
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
今

も
長
距
離
ト
ラ
ッ
ク
の
中
に
は
派
手
な
装

飾
で
走
っ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
信
濃
国
で
は
十
由
川
や
天
竜
川
で
船
に

う

ん
は
ん

よ
る
運
搬
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
物
の
輸
送
の
多
く

は
馬
や
牛
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。
険
し
い
出
坂
や
渓
谷
を
行
く

の
で
道
中
に
は
危
険
な
所
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
馬
子
が
自
分

の
馬
に
着
せ
た
衣
装
の
絵
が
ら
に
は
、
物
資
輸
送
を
担
っ
た
彼

ら
の
心
意
気
や
安
全

へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
物
の
輸
送
は
は
じ
め
街
道
の
宿
場
に
お
か
れ
た

間
屋
が
独
占
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
信
濃
国
で
は
荷

主
か
ら
送
り
先
ま
で
直
接
農
民
が
自
分
の
馬
で
荷
物
を
運
ぶ
仕

事
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
中
馬
で
す
。
中
馬
と
問
屋

と
の
間
に
は
、
江
戸
前
期
か
ら
荷
物
を
め
ぐ
る
争
い
が
絶
え
ま

せ
ん
で
し
た
。　
一
七
六
四
年

（明
和
元
）
に
幕
府
の
許
可

（裁

許
）
が
出
さ
れ
て
以
後
中
馬
は
正
式
に
認
め
ら
れ
、
信
濃
国
の

有
力
な
輸
送
手
段
に
な
り
ま
し
た
。

ｎ
ｕ

Ｅ
Ｕ



一卜

●
を
上
子
″ｔ
Ｂ
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蜂蜜 とりのようす (「 蜂蜜一覧1部分 1872年  国立公文書館蔵)

一
信
濃
国
の
産
業
と
中
馬

県
歌

「
信
濃
の
国
」
に
は

「
四
つ
の
平
は
肥
沃
の
地
海
こ
そ

な
け
れ
物
さ
わ
に
万
ず
足
ら
わ
ぬ
事
ぞ
な
き
」
と
い
う
歌
詞
が

あ
り
ま
す
ね
。
江
戸
時
代
の
信
濃
国
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
産
物
が

あ
り
ま
し
た
。
人
び
と
は
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
気
候
や
地

形
に
あ
っ
た
産
物
を
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
生
産
し
て
い
ま
し
た
。

煙
草

。
千
柿

・
元
結
な
ど
は
江
戸
で
も
知
ら
れ
た
産
物
で
し
た
。

明
治
の
は
じ
め
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
さ
れ
た
信
濃

の
産
物
は
、
米
以
外
に
約
二
〇
〇
種
類
も
あ
り
ま
し
た
。
生
糸

蚕
種

。
出
繭
織

。
綿
織
物

・
麻
布

。
和
紙

。
葉
煙
草

・
蜂
蜜

・

寒
天

・
水
餅

。
茶

・
水
蕎
麦

。
竹
籠

。
盆

・
桧
木
笠

・
元
結

。

木
地
椀

。
漆

。
足
袋
底

・
千
果

・
千
蕨

。
木
賊

。
現

・
千
杏

・

蕎
麦
粉

・
ア
ケ
ビ
蔓
細
工
・
砥
石

・
石
炭

。
石
油

・
硫
黄

。
銀

鉱

・
石
灰

。
現
石

・
水
晶
な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

漢
方
薬
の
原
料
に
な
る
草
木
や
熊
皮

。
狐
皮
な
ど
出
国
独
特
の

産
物
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
東
京

へ
運
ぶ
に
も
中

馬
が
活
躍
し
ま
し
た
。

明
治
に
な
る
と
中
馬
は
中

牛
馬
会
社
と
し
て
編
成
さ
れ
ま

す
。
馬
子
た
ち
は
会
社
の
社
員
と
な
り
、
鉄
道
が
輸
送
の
主
役

に
な
る
明
治
後
期
ま
で
長
野
県
の
人
び
と
の
生
活
や
文
化
の
発

展
を
支
え
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
属
量”夫
セ

Ｅ
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村
人
の
土
木
工
事

―
快
適
な
道
路
づ
く
り

なめり峠付近でみられる、高さ |～ |.5イ元ほど

の上手道と旅人の安全を祈るために立てられた

石仏 北信地方のおもな交通網 (江戸後期 )

◇
大
笹
街
道
の
土
手
道

一
七
八
四
年

（天
明
四
）

一
〇
月
、
高
丼
郡
菫
地
原
村

（野

沢
温
泉
村
）
の
百
姓

一
〇
人
は
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
江

戸
へ
の
冬
奉
公

（出
か
せ
ぎ
）
に
出
発
し
ま
し
た
。
そ
の
途
中
、

大
笹
街
道
の
な
め
り
峠
で
吹
雪
に
あ
っ
て
道
を
見
夫
い
、
通
り

か
か
っ
た
地
元
高
井
郡
仁
礼
宿

（須
坂
市
）
の
馬
士
衆

（馬
に

よ
る
輸
送
を
し
て
い
た
百
姓
）
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し

途
中
で
は
ぐ
れ
た

一
人
は
、
雪
に
埋
も
れ
て
死
ん
で
い
る
と
こ

ろ
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

善
光
寺
平

（長
野
盆
地
）
か
ら
江
戸
へ
の
主
要
道
は
北
国
街

道
、
中
出
道
で
し
た
が
、
大
笹
街
道
の
ほ
う
が
旅
程
を
短
縮
で

き
た
の
で
、
多
く
の
旅
人
や
商
荷
物
が
通
り
ま
し
た
。
し
か
し

冬
の
な
め
り
峠
付
近
は
天
候
が
荒
れ
る
と
道
が
わ
か
ら
な
く
な

り
、
遭
難
す
る
も
の
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

一
人
四
八
年

（嘉
水
元
）、
仁
礼
宿
と
小
県
郡
横
尾
村

・
真
田

村

・
横
沢
村

。
大
日
向
村

（
い
ず
れ
も
真
田
町
）
が
共
同
で

「
土
手
道
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。
上
手
道
は
盛
上
を
し
た
道
で

す
が
、
そ
の
上
は
降
雪
が
強
い
凰
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
の
で
、

旅
人
は
道
を
見
夫
わ
ず
、
馬
も
歩
き
や
す
か
っ
た
の
で
す
。

機
富
倉
峠
の
石

畳

Ｏ
Ｅ

Ｅ
Ｕ



無

鶏

富倉道の敷石に寄付 した人の名前が

刻まれた記念碑

用水をわたる橋 として使われた敷石 幅 1尺 5寸 (約 45セ ンチメ

ー トル )、 長 さ 1間 (約 80セ ンチメー トル)の 敷石 1枚分の代金

2朱 を一 口として寄付金が集められた

明治初期の中野町では、草津道の牛、谷街道の馬のほか荷車や人力車 もみえる

|「 信濃国高丼郡中PI町製糸場水車器械略国1部分 中野市 小野
'撃

メ1哺 蔵)

謙

一尚
田
町

（上
越
市
高
田
）
か
ら
善
光
寺
平
北
部
の
飯
出
町

（飯
出
市
）
に
は
い
る
塩
や
海
産
物
の
多
く
は
、
キ
追
い

（キ

に
よ
る
輸
送
を
し
て
い
た
百
姓
）
た
ち
に
よ
っ
て
富
倉
峠
を
越

え
て
運
ば
れ
ま
し
た
。
北
国
街
道
を
通
る
よ
り
も
距
離
が
短
く
、

間
屋
で
の
荷
の
つ
け
替
え
も
な
か
っ
た
の
で
、
運
賃
が
安
く
荷

も
い
た
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
し
た
。
し
か
」
、
水
内
部
富
倉
村

（飯
出
市
）
の
あ
た
り
は
上
壌
や
地
形
な
ど
か
ら
、
雨
が
降
る

と
足
も
と
が
ぬ
か
る
え
、
通
行
に
た
い
へ
ん
薔
労
Ｌ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、　
一
八
五
セ
キ

（安
政
四
）、
富
倉
村
で
は
峠
道
に
石

を
敷
こ
う
と
計
画
Ｌ
ま
し
た
。
し
か
し
富
倉
村
だ
け
で
は
費
用

が
ま
か
な
え
な
か
っ
た
の
で
、
寄
付
金
を
募
り
ま
し
た
。
寄
付

を
Ｌ
た
人
び
と
は
、
飯
出
町
の
塩
間
屋
や
魚
間
屋
の
ほ
か
、
今

町

（上
越
市
直
江
津
）
の
船
間
屋
や
速

中

（富
出
県
）
の
商

人
も
い
ま
し
た
。　
一
八
六
七
年

（慶
應
二
）
に
は
、
総
延
長
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
舗
装
道
路
が
完
成
し
ま
し
た
。

一
牛
馬
の
道
か
ら
人
力
車

・
馬
車
の
道

ヘ

明
治
時
代
に
な
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
の
駄
キ
駄
馬
や
荷
車

に
加
え
て
人
力
車
や
馬
車
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も

な
い
江
戸
時
代
の
道
に
か
わ
っ
て
、
道
幅
が
広
く
勾
配
が
緩
や

か
で
ま
っ
す
ぐ
な
道
路
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
快
適
な
邁
路
は
、

時
代
が
変
わ
っ
て
も
人
々
の
切
実
な
願
い
だ
っ
た
の
で
す
。

結ヽ
林
弘
投
一

53



旅
行
の
は
じ
ま
り

―
庶
民
が
求
め
た
快
適
で
自
由
な
旅桔梗の咲 きみだれる野 を行 く旅人たち 現在の

塩尻市桔梗ケ原のあたり

'諸
国名 所 百 1i 信

'日

1∴ |,力 仲  長 野 県 JL几[J:館「■|

善光寺の に きわ い と門前のみや けや

l lal鷲 'ィ

=世
l ll語 む つ 真田宝物館蔵 |

旅
の
目
的
と
定
宿

平
和
な
時
代
が
続
い
て
道
路
や
宿
場
も
整
備
さ
れ
た
江
戸
中

期
に
な
る
と
、
多
く
の
人
が
い
ろ
い
ろ
な
目
的
で
旅
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
出
林
ぎ
や
寺
社
参
詣

。
湯
治
が
目
的
の
場

合
、
村
役
人
や
町
役
人
に
届
け
出
れ
ば
簡
単
に
往
来
手
形
を
も

ら
え
て
旅
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
Ｌ
た
。

旅
の
目
的
と
し
て
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
伊
勢
神
官
へ
の

参
詣
、
い
わ
ゆ
る

「
お
伊
勢
参
り
」
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
武
蔵

国

（埼
玉
県
）
の
二
峰
出
、
讃
崚
国

（香
川
県
）
の
金
比
羅
官
、

一迷
江

国

（静
岡
県
）
の
秋
葉
出
、
信
濃
国
の
善
光
寺

へ
の
参

詣
な
ど
が
典
型
的
な
旅
の
目
的
地
で
し
た
。

庶
民
の
旅
は
寺
社
参
り
が
目
的
で
あ
っ
て
も
、
名
所

。
旧
跡

に
立
ち
寄

っ
た
り
、
名
物
の
飲
み
食
い
や
買
い
物
な
ど
今
と
変

わ
ら
な
い
旅
の
楽
し
み
が
あ
り
ま
Ｌ
た
。
道

中
Ｆ
記
に
よ
る

と
、
京
や
大
坂
の
繁
華
街
へ
も
し
ば
し
ば
立
ち
寄

っ
て
い
ま
す
．

ま
た
宿
場
の
旅
籠
の
な
か
に
は
、
現
代
の
旅
行
会
社
の
指
定
旅

館
に
相
当
す
る
よ
う
な

「定

宿
」
「定

体
」
と
い
っ
た
看
板

を
掲
け
る
と
こ
ろ
も

，
く
あ
り
ま
し
た
。
定
宿
の
組
織
と
し
て

は
浪
花
講
が
有
名
で
、
各
地
の
安
心
Ｌ
て
泊
ま
れ
る
旅
籠
が
登

И
“

Ｅ
Ｕ
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名
所

・
名
物
の
誕
生

高島城が描かれている (信州諏訪氷之図 長里f県 立歴史館蔵)

●
信
濃
で
は
月
と
仏
と
お
ら
が
そ
ば

こ
れ
は
信
濃
国
の
名
物
を
詠
ん
だ
も
の
と
Ｌ
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
俳
句
で
す
。
更
科
の
名
月
、
善
光
寺
の
阿
弥
陀
仏
、
更

科
蕎
麦
は
信
濃
国
の
名
所
と
名
物
を
代
衣
す
る
二
本
の
柱
で
す

が
、
妖
捨
の
月
と
善
光
寺
信
岬
は
古
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
名
所

。
名
物
が
広
く
全
国
の
人
び
と
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
Ｌ

た
。
交
通
が
発
達
Ｌ
て
人
や
物
の
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と

や
、
出
版
物
が
普
及
し
て

一
度
に
多
く
の
人
が
共
通
の
情
報
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。

■
諏
訪
湖
と
浅
間
山

「信
州
諏
訪
水
之
図
」
に
は
結

水
し
た
諏
訪
湖
の
上
を
歩

く
旅
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
諏
訪
は
中
出

道
や
甲
州
街
道
な
ど
の
主
要
な
街
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
諏

訪
湖
の
水
上
の
歩
行
は

『
大
日
本
国
中
ふ
恙
ぎ
く
ら
べ
」
に
も

「す
わ
湖
の
水
」
と
Ｌ
て
上
位
に
掲
げ
ら
れ
る
ほ
ど
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
た

「浅
間
出
の
け
む
り
」
も
上
位
に
位
置
し
て

い
ま
す
。
浅
間
出
は

『諸
国
名
出
高
出
見
立
相
撲
一
の
な
か
で

も
束
の
関
脇
に
位
置
す
る
ほ
ど
日
本
中
に
知
ら
れ
た
出
で
Ｌ
た
。

一
５

棚田に映る田毎の月の月見のようす (信州更科田毎の月 長野県立歴史館蔵)

氷がはった諏訪湖の上を歩 く旅人たち 旅人たちが歩 くところは黒 く汚れ、対岸には



ならムきあ|ふ †國木 口人

1846年 (3ム化 3)に 出された諸国の不思議一覧。「すわ湖

の氷」「浅間山のけむり」が上位にあり、行司として戸

隠山、頭取として善光寺が入っている。

(「大日本国中、ζ、志ぎくらべJ 長野県立歴史館蔵)

追分原から見た煙をあげる浅間山

(に諸国名所百景 信州浅間山真景J 長野県立歴史館蔵 )

た
だ
現
代
の
長
野
県
を
代
表
す
る
出
岳
景
観
で
あ
る
日
本
ア

ル
プ
ス
の
出
や
ま
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
当

時
槍
ヶ
岳
や
穂
高
速
峰
に
は
登
出
す
る
人
が
な
く
、
ま
た

「
雪

形
」
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
生
活
に
関

係
が
な
い
と
名
所
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
点
、
煙

を
は
く
浅
間
出
は
碓
水
峠
を
越
え
て
出
麓
の
中
出
道
を
旅
す
る

人
た
ち
に
と
っ
て
、
日
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
出
腹

に
鯉
の
雪
形
が
で
る
親
し
み
の
あ
る
出
で
し
た
。

◇
諸
国
に
知
ら
れ
た
名
物

諸
国
の
名
物
を
集
め
た

『
諸
国
産
物

鑑
』
に
は
信
濃
国
の

産
物
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
順
に

「真
田
織
」
「更
科
蕎
麦
」

「猿
馬
場
ノ
柏
餅
」
「
諏
訪
ノ
針
箱
」
「
た
ば
こ
」
が
登
場
し
ま

す
。
ま
た

『諸
国
Ｚ
物
類
乗
』

で
は
右
に
カロ
え
て

「真
田
帯

地
」
「
お
六
櫛
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
蕎
麦
は
当

時
か
ら
知
ら
れ
た
Ｚ
物
だ
っ
た
の
で
す
。
「
お
六
櫛
」
は
木
曽

の
Ｚ
産
品
で
、
軽
く
て
か
さ
ば
ら
な
い
の
で
お
土
産
と
し
て
旅

人
に
喜
ば
れ
、
各
地
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た

「諏
訪

の
針
箱
」
な
ど
、
今
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
Ｚ
物
も
あ
り

ま
す
。
「猿
馬
場
ノ
柏
餅
」
は
善
光
寺
街
道
の
時
の
茶
店
の
名

物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
味
が
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

（橋
詰
文
彦
）

７
′

Ｅ
Ｕ



登
山
の
は
じ
ま
り

吉村又吉、池田屋武右衛門ら18名 が !862年 (文久

2)に奉納 した鏡。高妻山の頂上を阿弥陀仏に

みたててささげたもの。

戸隠連峰の最高峰高妻山。御裏山とも呼ばれた。

山頂へは険しい縦走路がつづく。

,71●

◆
高
妻
山
の
大
鏡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一■
．

江
戸
時
代
以
前
か
ら
、
高
く
て
険
し
い
出
は
猟
師
や
樵
、
出

岳
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
行
者
以
外
登
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
高
い
出
が
よ
り
広
く
庶
民
に
開
か
れ
た
の
は

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

戸
隠
逹
峰
の
高
婁
出

（標
高
ニ
ニ
ユ
ニ
メ
ー
ト
ル
）
の
出
頂

に
直
径
六
二
セ
ン
チ
、
柄
を
含
め
る
と
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
、
菫

さ
四
〇
キ
ロ
あ
ま
り
も
あ
る
青
銅
の
鏡
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
高
姜
出
を
信
仰
す
る
埴
科
郡
松
代
町

（長
野
市
）
の
吉

村
又
吉
、
更
級
郡
布
施
高
田
村

（長
野
市
）
の
平
林
恙
兵
衛
、

水
内
郡
善
光
寺
町
の
池
田
屋
武
右
衛
門
ら

一
八
名
が
、　
一
八
六

二
年

（文
久
二
）
に
鋳

造
し
て
出
頂
に
運
び
あ
げ
た
も
の
で

す
。
吉
村
又
吉
は
先
逹
と
よ
ば
れ
た
行
者
で
す
が
、
他
は
町
や

村
に
住
む
庶
民
と
い
え
る
人
た
ち
で
す
。
江
戸
時
代
の
人
び
と

が
登
出
を
す
る
の
に
は
ど
ん
な
普
労
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
槍
ヶ
岳
の
初
登
頂

飛
騨
出
脈
の
槍
ヶ
岳

（標
高
二

一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
は
長

野

・
崚
阜
の
県
境
に
そ
び
え
る
日
本
第
二
位
の
高
峰
で
す
。
こ

の
出
に
初
め
て
登
っ
た
の
は
越

中
国

（官
出
県
）
出
身
の
、

０
０
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明治のは じめごろの御嶽山。田ノ原周辺に小屋がつ くられ

ている。 (「西筑摩郡村誌」 長野県立歴史館蔵)

中田又重郎の案内で播隆上人が初登頂 した槍ケ岳。

播

隆

上

人
で
し
た
。
上
人
は
安
曇
郡
小
倉
村

（二
郷
村
）

の
農
民
中
田
ス
菫
郎
を
道
案
内
に
し
て
、

一
八
一〓
ハ年

（文
政

九
）
八
月
、
初
め
て
槍
ヶ
岳
の
出
頂
に
立
ち
ま
し
た
。
今
の
よ

う
な
出
小
屋
や
登
出
道
も
な
く
、
草
壮
ば
き
と
い
う
装
備
で
恙

な
岩
場
を
登
る
の
は
命
が
け
の
こ
と
で
し
た
。　
一
八
二
四
年

（天
保
五
）
に
は
出
頂
直
下
の
岩
壁
に
ス
菫
郎
ら
に
よ
っ
て

「善
の
綱
」
と
よ
ば
れ
た
綱
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
長
さ
約
四

〇
メ
ー
ト
ル
に
も
連
す
る
こ
の
綱
は
、　
一
般
の
人
も
槍
ヶ
岳
に

登
れ
る
よ
う
に
と
野
沢
村

（二
郷
村
）
の
庄
屋
務
台
与

一
右
衛

門
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
後

一
八
四
〇
年

（天

保

一
一
）
綱
は
鉄
の
鎖
に
付
け
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
御
嶽
登
山
の
ひ
ろ
が
り

い
っ
ぽ
う
木
曽
の
御
嶽
出

（標
高
二
〇
六
二
メ
ー
ト
ル
）
は

「道
者
」
と
呼
ば
れ
る
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
登
れ
る
出
で
し
た
。

天
明
年
間

（
一
七
八
一
～
八
九
年
）
に
尾
張
国

（愛
知
県
）
出

身
の
党
明
行
者
は
役
人
か
ら
弾
圧
を
う
け
な
が
ら
も
黒
沢
ロ

（二
岳
村
）
か
ら
の
登
出
道
を
開
き
ま
す
。
以
後
木
曽
の
村
人

が
登
拝
の
許
し
を
得
る
運
動
を
続
け
、　
一
セ
え
二
年

（寛
政

四
）
初
め
て

一
般
の
人
び
と
の
登
出
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
ス

ポ
ー
ツ
と
し
て
の
登
出
が
行
わ
れ
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら

で
す
が
、
そ
れ
以
前
の
江
戸
時
代
か
ら
困
難
を
未
り
越
え
て
登

出
を
庶
民
の
も
の
と
す
る
活
動
が
あ
っ
た
の
で
す
。　
霧
詰
文
と

０
０

Ｅ
Ｕ



銀60匁

※ 1 銀 (丁銀・豆板銀)は枠量貨幣 といって、重さ

をはかって使 った

※ 2 三貨の交換比率は 1700年 (元禄 3)の もの

金 1両 (小判 )

′鍵)圃 圃圃圃

妙
含饉)歯歯歯歯

江戸時代の貨幣制度

信
州
の
紙
幣

―
信
用
経
済
の
ひ
ろ
が
り

1730年 (享保 15)発行の飯田藩五

十文金支札 (表・裏 )

(写真提供 (財 )八十二文化財団)

◇
江
戸
時
代
の
通
貨

江
戸
幕
府
は
、
金

・
銀

・
銭
の
二
種
類
の
金
属
貨
幣
を
発
行

し
、
貨
幣
の
統

一
を
は
か
り
ま
し
た
。
江
戸
を
中
心
と
し
た
関

東
で
は
お
も
に
金
が
、
大
坂
を
中
ｔ
と
し
た
上
方
で
は
銀
が
使

わ
れ
、
毎
日
変
動
す
る
交
換
比
率
に
よ
っ
て
二
種
類
の
貨
幣
は

両
替
さ
れ
て
流
通
し
て
い
ま
し
た
。

今
藩
札
の
発
行

幕
府
は
、　
一
八
六
七
年

（慶
応
二
）
ま
で
紙
幣

（お
札
）
を

い
っ
さ
い
発
行
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
国
内
の
多
く
の

藩
で
は
、
自
分
の
藩
だ
け
で
通
用
す
る
藩
札
と
い
う
紙
幣
を
発

行
し
ま
し
た
。
最
初
に
藩
札
を
発
行
し
た
の
は
、　
一
六
六
一
年

（寛
文
元
）
に
銀
と
交
換
で
き
る
銀
札
を
発
行
し
た
備
後
国

（広
島
県
）
福
出
藩
で
し
た
。

一
セ
〇
四
年

（元
禄

一
セ
）、
飯
田
藩
が
信
濃
で
最
初
の
藩

札

（銭
札
）
を
発
行
し
ま
し
た
。
二
万
石
の
小
藩
だ
っ
た
飯
田

藩
は
、
藩
札
と
の
交
換
に
よ
っ
て
領
民
の
持
っ
て
い
た
銭
を
集

め
、
財
政
赤
字
を
う
め
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
、　
一
七

二
〇
年

（享
保

一
五
）
に
は
金
札
と
銭
札
を
発
行
し
ま
し
た
。

藩
札
使
用
に
あ
た
っ
て
の
触
書
に
は
、
領
内
で
の
藩
札
以
外
の

ｎ
ｕ

０
０



砂糖札 (上田原町 近江屋彦八 )

(写真提供 (財 )八十二文化財団)

茶札 (表・裏 上田海野町 山形屋善之蒸 )

(写真提供 (財 )八十二文化財団)

酒札 (伊那郡飯島町 ぬかや )

(写真提供 (財 )八十二文化財団)

1852年 (嘉永 5)2月 21日 、高井郡桜沢村 (中野市)の藤牧家では、同郡相之島村 (須坂市)の

茂右衛門へ、紬 嶋 。真綿 。栗落雁 。寿留女と並んで「小布施酒札弐升」を贈ったことが

わかる。 (「諸義理進物諸納党帳」 中野市 藤牧弥之助蔵)

為
‘
也

■
ソ
４

υ

■
れ
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一

使
用
禁
止
や
藩
札
か
ら
貨
幣
へ
の
交
換
手
数
料
な
ど
が
細
か
く

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
藩
札
は
、
は
り
合
わ
せ
た
和
紙
の
あ
い

だ
に
を
か
し
を
い
れ
て
、
簡
単
に
偽
造
で
き
な
い
工
夫
が
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
の
に
せ
札
使
用
が
き
っ
か
け
で
、

藩
札
以
外
の
貨
幣
使
用
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
と

き
発
行
さ
れ
た
藩
札
は
ま
も
な
く
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

◆
商
品
券
の
は
じ
ま
り

信
濃
で
は
、
藩
札
の
ほ
か
、
宿
場
札

・
町
村
札

・
商
品
札
な

ど
も
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
商
品
札
は
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
が

贈
答
品
な
ど
と
し
て
つ
か
っ
て
い
る
商
品
券
の
よ
う
な
も
の
で

す
。
そ
の
種
類
に
は
、
酒
札
ｏ
茶
札

・
砂
糖
札

。
肴
札
な
ど
が

あ
り
、
束
信

。
南
信
で
は
現
物
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
北
信
の
各
地
に
残
る
祝
儀
恨
な
ど
に
は
、
商
品
札
が
流
通

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
記
録
が
多
数
載
っ
て
い
ま
す
。

水
内
郡
飯
出
町

（飯
出
市
）
の
島
津
家
は
、　
一
八
四
四
年

（天
保

一
五
）
に
首
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
お
祝
い
で
、
た
く
さ

ん
の
ご
祝
儀
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
酒
札
が
二
〇
件
以
上
も

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
丼
郡
中
出
田
村

（高
出
村
）
の

毛
利
家
の
日
記
に
は
、　
一
八
五
二
年

（嘉
水
五
）、
近
隣
の
百

姓
の
孫
祝
い
に
ご
祝
儀
と
し
て
、
白
米
二
升
な
ど
と
と
も
に
酒

札
を
持
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
籍
林
弘
さ

●
Ｕ



上田原町の鼠屋の広告。薬以外に

も砂糖、染草、荒物、小間物、紙、

筆、墨、硯を扱い、酒造 もしていた。

(「諸国道中商人鑑J 長野県立歴史館蔵)

静
彙
雅
九

糖
濠
丹
頗

宣
伝
広
告
の
は
じ
ま
り

病
た
持
集

菓子 を売っていた善光寺門前

の店の広告。長門屋は紅、自

粉など化粧品 も売っていた。

.(「諸国道中商人鑑J 長野県立歴史

1館蔵)

ゆ
商
店
の
ガ
イ
ド
ブ
ツ
ク
ー
諸
国
道
中
商
人
鑑

街
に
で
る
と
お
店
や
会
社
の
い
ろ
ん
な
看
板
が
日
に
飛
び
こ

ん
で
き
ま
す
。
看
板
の
多
さ
は
商
業
活
動
の
活
発
さ
を
示
し
て

い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
広
告
活
動
が
は
じ
ま
っ
た
の

は
江
戸
時
代
か
ら
で
す
。

『諸
国
道

中

商
人

鑑
』
は

一
人
二
七
年

（文
政

一
〇
）
江

戸
で
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
「中
出
道

・
善
光
寺
之
部
」
に
は
江

戸
か
ら
善
光
寺
に
い
た
る
街
道
沿
い
の
商
店
の
広
告
が
の
っ
て

い
ま
す
。
大
き
さ
は
縦

一
二
セ
ン
チ
、
横

一
九
セ
ン
チ
で
持
ち

運
び
や
す
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
形
式
で
す
。
こ
の
本
は
商
店
の

人
が
は
ら
っ
た
宣
伝
料
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
宣
伝
料
を
た

く
さ
ん
出
し
た
店
の
広
告
ほ
ど
大
き
く
載
っ
て
い
ま
す
。
な
か

に
は
お
金
が
払
え
な
か
っ
た
り
し
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
広
告
も

み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
本
か
ら
当
時
の
宣
伝
の
よ
う
す
を
み
て
み

ｉ
ｒ
し
ょ
つヽ
。

◆
店
先
の
看
板

店
先
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
Ｚ
が
書
か
れ
た
看
板
が
掛
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
看
板
と
そ
れ
を
支
え
る
柱
の
上
に
は
り
っ
ば
な

屋
根
が
つ
け
ら
れ
、
雲
や
波
の
よ
う
な
彫

刻
ま
で
付
い
て
い
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看板を 4枚 も出していた上田海野町の柏屋の

広告。「太物小間 もの荒物瀬戸物其外御望次第」

とあって、客の注文によって商品を取 りよせ

ていたことがわかる。

(F諸国道中商人鑑J 長野県立歴史館蔵)

鴻巣宿 (埼玉県)の旅人宿の広告。

(「諸国道中商人鑑J 長野県立歴史館蔵)

上田原町の宿屋真田屋の広告

(「諸国道中商人鑑J 長野県立歴史館蔵)

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
上
田
原
町

（上
田
市
）
の
鼠

屋
の
看
板
は
た
い
へ
ん
凝
っ
た
も
の
で
、
ま
る
で
お
寺
や
お
官

の
建
物
が
看
板
に
な
っ
た
よ
う
な
造
り
で
す
。
商
品
は
こ
ど
も

の
業
で
、　
い
か
に
も
効
き
目
が
あ
り
そ
う
な
感
じ
で
す
。
鼠
屋

の
ほ
か
に
も
薬
の
宣
伝
が
た
い
へ
ん
多
く
載

っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
庶
民
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
善
光
寺
門
前

の
長
門
屋
の
看
板
は
京
某
子
、
求
肥
餅
、
紅
、
白
粉
な
ど
某
子

と
化
粧
品
で
す
。
ま
た
行
灯
型
の
看
板
も
あ
っ
て
、
「
名
物
か

ん
ろ
潰
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
夜
に
な
っ
て
明
か
り
が

灯
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ネ
オ
ン
の
源
流
で
し
ょ
う
か
。

華
宣
伝
文
句

（キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
）
の
い
ろ
い
ろ

商
品
の
宣
伝
に
は
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
つ
い
て
い
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
業
の
宣
伝
で
は

「効
能
之
儀

ハ
せ
に
知
れ
る
所
な

り
」
「
せ
に
く
さ
の
薬
多
し
と
い
へ
ど
も
わ
け
て
余
業
に
勝
れ

て
印
功
あ
る
事
神

炒
な
り
」
な
ど
と
他
の
商
品
よ
り
す
ぐ
れ

て
い
る
こ
と
を
う
っ
た
え
て
い
ま
す
。
宣
伝
競
争
の
始
ま
り
で

す
。
「
宿
引
き

一
切
出
し
申
さ
ず
候
」
「
私
方
商
女
差
出
し
不
申

候
」
と
宿
引
き
は

一
切
し
て
い
ま
せ
ん
と
書
い
て
い
る
宿
屋
も

あ
り
ま
す
。
当
時
宿
場
で
は
宿
屋
の
強
引
な
客
引
き
が
旅
人
を

困
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

「
江
戸
よ
り
右
側
と
御
尋
可
被
下

候
」
と
場
所
の
案
内
を
入
れ
た
店
も
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す

＜
宣
伝
効
果
の
あ
る
内
容
が
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。　
霧
詰
文
と

０
０



木
曽
の
森
林
は
ど
の
よ
う
に

育
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

◆
木
曽
の
本
材
の
伐
採

桧
が
出
す
香
は
健
康
に
よ
い
と
さ
れ
最
近
は
桧
の

香

の
人
浴
剤
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
赤
沢
自
然
体

養
林

（上
松
町
）
は

「森
林
浴
」
の
発

祥
の
地
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
木
曽
の
森
林
植
生
は
も
と
も
と
七

割
ま
で
が
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
広
葉
樹
で
し
た
。
用
材

に
な
る
桧
な
ど
の
代
採
が
制
限
さ
れ
る
と
と
も
に
、

広
葉
樹
も
伐
ら
れ
た
の
で
、
現
在
の
よ
う
な
植
生
に

な

っ
た
の
で
す
。

安
上
桃
出
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
江

戸
や
名
古
屋

に
大
き
な
城
や
城
下
町
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
建
設

の
た
め
に
多
く
の
木
材
が
“
要

で
し
た
。
木
曽

は
豊
臣
分
吉
や
徳
川
家
康
に
よ

っ
て

直
接
支
配
さ
れ
、
木
材
が
大
量

に
伐
り
だ
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
運
搬
に
都
合
が

い
い
川
の
ま
わ
り

の

木
が
ど
ん
ど
ん
伐
ら
れ
、

め
ぼ
し

い
木
が
な
く
な
る

「
尽

き

出
」

と
な

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
木
が
な
く

な
る

と
地
面

が
む
き
た
し

に
な
り
、
水
を
保

つ
カ

（保
水
力
）
が
夫
わ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
降

っ
た
雨

が

い
っ
き

ょ
に
出
か
ら
流
れ
だ
し
、
洪
水
な
ど
の
自

然
災
害
が
急

に
増
え
ま
し
た
。

◆
き
び
し
く
制
限
さ
れ
た
木
材
の
利
用

一
六

一
二
年

（元
和
元
）
か
ら
木
曽
は
名
古
屋
の

尾
張
藩

に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
藩
は
も
と
も
と
あ

っ

た

「
巣

出
」

の
ほ

か
に

一
六
六

二
年

（寛

文

二
）

「
留

出
」
を
も
う
け
住
民

の
立
ち
入
り
を
厳
禁
し
ま

し

た
。

そ

の
後

「
巣

出
」

「
留

出
」

の
ま

わ
り

に

「
鞘
出
」
を
も
う
け
禁
伐
林
を
さ
ら
に
広
げ
ま
し
た
。

留
出
以
外
で
も
桧

・
柱

・
明
桧

・
高
野
槙

・
鼠
子
の

木
曽

五
木
は

「
停
止
木
」
と
さ
れ
、
自
分
の
屋
敷
の

な
か
に
あ

っ
て
も
伐
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
触
れ
を
や
ぶ

っ
て
五
木
を
伐
る
者
は
、
「
木

一
本
首
ひ
と
つ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
厳
し
く
罰
せ
ら

れ
ま
し
た
。　
一
六
六
九
年

（寛
文
た
）
筑
學
郡

蘭

村

（南
木
曽
町
）

の
権
右
衛
門
は
槙

の
皮
を
剥

い
だ

だ
け
で
首
を
は
ね
ら
れ
見
せ
し
め
に
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
出
人
事

の
原
因
に
な
る
出
焼
き
や
切
畑
、

出
で

の
喫
煙
な
ど
に
も
厳
し

い
規
制
が
あ
り
ま
し
た
。

尾
張
藩
が
木
曽

出
の
森
林
を
厳
し
く
管
理
し
た
の

は
良
質

の
木
材
を
売
り
、
藩

の
収
入
に
あ
て
て
い
た

か
ら
で
す
。
平
地
の
グ
な
い
木
曽
谷
の
農
民
に
と
っ

て
、
出
林
を
焼
き
は
ら

っ
て
耕
地
を
広
げ
る
こ
と
が

で
き
な

い
の
は
大
変
不
利
な
こ
と
で
し
た
。
た
だ
苺

年
六
〇
〇
〇
駄
の
白
木

（製
材
し
た
短

い
材
木
）
の

利
用
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
名
産
品
と
し
て
知

ら
れ
た
漆
器
や
由
物
は
こ
の
台
木
を
使

っ
て
生
産
さ

れ
た
も
の
で
す
。

木
曽

の
森
林
は
木
曽
谷
の
人
び
と
が
さ
ま
ざ
ま
な

制
限
や
負
担
に
た
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
大
切
に
利
用

し
育

て
て
き
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
　
　
（橋
詰
文
彦
）木曽谷の桧の森林 (長野県立歴史館常設展示)
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さまざまな絵草子 (長野県立歴史館蔵)
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俳
諧
が
庶
民
に
ひ
ろ
が

っ
た

82年 (文政 4)の俳人番付 俳譜士角力番

組  ―茶は差添役となっている .

(上 田市 立 博 物 館 蔵 )

―茶の旧宅の上蔵.15歳で奉公にだされ、5歳で故

郷に戻った一茶はここを拠点に北信濃の門人たちを

指導 した。この土蔵で一茶は生涯を終えた

人
工

黒

―
山

人
着

■
我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀

こ
れ
は
、
柏

原

宿

（信
濃
町
）
の
俳
人
小
林

一
茶
の
俳
句

で
す
ね
。
俳
句
は
、
江
戸
時
代
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
室
町
時

代
か
ら
流
行
し
た
逹
歌
の
発
句

（最
物
の
句
）
だ
け
を
取
り
出

し
て
、
俳
諧
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
俳
諧
を
俳
句
と
よ
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
時
代
に
正
岡
子
規
が
提
唱
し
て
か
ら
で
す
。

●
俳
諧
師
が
で
て
き
た

俳
諧
を
芸
術
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
た
の
が
松
屁
芭
蕉
で
す
。

芭
蕉
と
と
も
に
、　
一
六
八
九
年

（元
禄
二
）
『奥
の
細
道
』
の

旅
に
で
た
の
が
、
諏
訪
出
身
の
河
合
曽
良
で
し
た
。

江
戸
中
期
の
こ
ろ
か
ら
、
信
濃
で
も
芭
蕉
の
句
を
学
ぼ
う
と

す
る
人
た
ち
が
で
て
き
ま
し
た
。
上
田
藩
士
加
舎
白
雄
は
、
門

人
が
全
国
に
二
〇
〇
〇
人
以
上
も
い
た
と
い
わ
れ
、
信
濃
で
も

戸
倉

（戸
倉
町
）
の
官
本
天
蛯
、
松
代

（長
野
市
）
の
倉
田
葛

三
ら
多
く
の
門
人
が
で
ま
し
た
。

文
化

。
文
政
期

（
一
〈
〇
四
～
二
〇
年
）
ご
ろ
か
ら
、
俳
譜

を
学
ぶ
人
が
ふ
え
、

一
茶
の
よ
う
に
、
俳
諧
の
指
導
を
職
業
と

す
る
人

（俳
諧
師
）
も
信
濃
の
各
地
に
出
て
き
ま
し
た
。
俳
諧

を
学
ぶ
人
が
ふ
え
、
そ
の
指
導
で
生
活
で
き
る
時
代
に
な
っ
た

●
Ｕ



1826年 (文政 9)の 宮本天姥らの俳譜額。(長野市 長谷寺蔵)

学 芸 人 レヒ率 学 芸 人 比率

愕卜  言皆

書

狂 歌

画

109

74

45

44

42

29

17

17

漢詩文

花

その他

33

15

31

13

6

12

沢有節の俳:皆短冊 (上田市立博物館蔵) 『信上当時諸家人名録』にみる学芸にたずさわった信濃人は延

べ351人。 重複をのぞ くと実数259人。比率は、学芸人数を実

数で除 したもの。(出典 :r長野県史」通史編近世6)

の
で
す
。

◆
俳
諧
の
ひ
ろ
が
り

『信
上
当
時
諸
家
人
Ｚ
録
』
貧

八
二
六
年
刊
）
に
は
、
信

濃

（長
野
県
）
と
上
野

（群
馬
県
）
の
学
芸
に
す
ぐ
れ
た
人
の

名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
信
濃
の
二
五
え
人
の
う
ち
約
四
割

の
人
が
俳
諧
を
た
し
な
ん
で
い
ま
し
た
。

水
内
郡
小
鍋
村

（長
野
市
）
の
小
田
切
神
社
に
奉
納
さ
れ
た

一
八
五
四
年

（嘉
水
七
）
の
俳
諧
額
を
み
る
と
、
地
元
の
国
見

集
落

（
ニ
ニ
戸
）
か
ら
七
人
、
隣
の
十
木
集
落

（約
二
〇
戸
）

か
ら

一
一
人
が
出
句
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
戸
数
の
三
分
の

一
に
俳
人
が
い
た
の
で
す
。
小
県
郡
生
塚
村

（上
田
市
）
の

大
工
が
俳
諧
に
夢
中
に
な
っ
て
家
を
出
て
京
都
に
住
み
、　
一
八

五
八
年

（安
政
五
）
に
は
、
関
西
俳
壇
で
筆
頭
の
地
位
を
占
め

る
沢
有
節
と
い
う
有
Ｚ
な
俳
諧
師
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

ュ７．へ。現
在
、
長
野
県
に
は
二
〇
ほ
ど
の
俳
句
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま

す
。
俳
譜
と
い
う
学
芸
が
職
業
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
江
戸
時
代
の
文
化

・
文
政
期
以
降
の
こ
の
よ
う
な
ひ

ろ
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
害
木
歳
ｔ
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Ｕ


