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令
和
3
年
度
11
月
号
で
宝
暦
一

揆
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
百

姓
一
揆
の
中
で
も
、
規
模
が
大
き

く
、
う
き
は
市
を
含
む
全
藩
域
に

及
ん
だ
宝
暦
一
揆
は
増
税
を
機
に

幕
政
へ
の
不
満
が
爆
発
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
発
生
し
ま
し
た
。
厳
し

い
年
貢
の
取
り
立
て
や
天
災
地
変

に
よ
る
飢
饉
等
が
原
因
で
発
生
す

る
百
姓
一
揆
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
約
三
千
二
百
件
を
超
え
、
未
遂

に
終
わ
っ
た
も
の
を
含
め
る
と
見

当
が
つ
か
な
い
ほ
ど
多
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
耳
納
風
土

記
で
は
そ
の
中
で
も
、
幕
藩
権
力

の
そ
の
末
端
機
構
で
あ
る
庄
屋
な

ど
の
村
役
人
層
と
小
農
民
の
間
で

起
こ
っ
た
対
立
「
生
葉
郡
の
秣ま

ぐ
さ場ば

騒
動
」に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

事
の
始
ま
り
は
慶
応
3
年

（
1
８
６
７
）
4
月
の
朝
。
手
に

斧
や
竹
槍
等
を
振
り
か
ざ
し
た

五
百
人
か
ら
六
百
人
の
農
民
が
妹

川
村
・
星
野
村
に
な
だ
れ
込
み
、

生
い
茂
っ
た
杉
や
竹
な
ど
を
手
あ

た
り
次
第
伐
り
倒
し
て
い
き
ま
し

た
。彼
ら
の
暴
動
範
囲
は
広
が
り
、

久
留
米
藩
の
植
林
地
ま
で
も
手
に

か
け
、
10
時
間
で
約
一
万
二
千
本

の
木
を
切
り
倒
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
押
し
か
け
た
農
民
は
吉

井
・
福
富
・
江
南
・
千
年
・
船
越

等
の
い
わ
ゆ
る
里
辺
の
農
民
た
ち

で
、
こ
の
時
代
重
要
な
肥
料
源
で

あ
っ
た
「
秣
場
」
が
藩
の
植
林
政

策
に
よ
っ
て
著
し
く
狭
め
ら
れ
た

こ
と
に
激
怒
し
、
こ
の
よ
う
な
暴

動
を
起
こ
し
た
よ
う
で
す
。
秣
場

と
は
、
牛
馬
な
ど
の
家
畜
の
飼
料

に
充
て
る
草
を
採
取
す
る
場
所
の

こ
と
で
あ
り
、
他
地
域
で
も
し
ば

し
ば
こ
の
秣
場
を
め
ぐ
っ
て
騒
動

が
起
き
て
い
ま
し
た
。

　
山
辺
の
庄
屋
は
「
里
辺
の
者
た

ち
が
山
を
伐
り
荒
ら
し
て
い
る
と

報
告
を
受
け
て
非
常
に
驚
い
た
。

現
場
に
馳
せ
つ
け
た
が
、
数
百
人

の
百
姓
が
大
声
で
わ
め
き
な
が
ら

木
を
伐
り
倒
し
て
い
る
の
で
危
な

く
て
近
寄
れ
な
か
っ
た
」
と
。
そ

れ
に
対
し
て
里
辺
の
庄
屋
は
「
生

葉
郡
の
秣
場
は
山
辺
の
農
民
に

よ
っ
て
数
年
前
か
ら
み
だ
り
に
植

林
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
非
常

に
狭
く
な
り
、
里
辺
の
者
が
山
に

入
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
き

た
。
こ
の
こ
と
は
機
会
あ
る
ご
と

に
藩
に
お
願
い
し
て
き
た
の
に
、

ま
た
新
た
に
植
林
を
始
め
、
山
に

入
っ
て
い
く
里
辺
の
百
姓
を
追
い

出
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
に

一
昨
日
秣
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
た

者
が
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
度
の
暴

動
の
原
因
で
あ
る
」
と
。

　
こ
の
慶
応
3
年
と
い
う
年
は
幕

藩
体
制
が
崩
壊
し
、
明
治
政
府
が

誕
生
し
て
い
く
と
い
う
大
転
換
期

で
あ
っ
た
た
め
に
収
拾
の
で
き
な

い
よ
う
な
社
会
状
態
に
な
っ
て
お

り
、
里
辺
農
民
は
藩
権
力
に
対
し

て
強
い
抵
抗
を
し
て
い
る
が
、
藩

は
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
処
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
久
留
米
藩
の
植
林
政
策
に

つ
い
て
も
財
政
に
困
窮
し
て
い
た

た
め
に
無
理
に
推
し
進
め
た
も
の

で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で

様
々
な
要
因
が
重
な
り
こ
の
「
秣

場
騒
動
」
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

　
こ
の
秣
場
騒
動
は
慶
応
3
年
で

終
わ
る
こ
と
は
な
く
、
翌
年
4
年

に
は
第
2
次
秣
場
騒
動
が
勃
発
し

ま
す
。
次
回
の
耳
納
風
土
記
で
は

こ
の
第
2
次
秣
場
騒
動
と
そ
の
後

に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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「生葉郡の秣
まぐさ
場
ば
騒動」


