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浮羽郡の秣
まぐさば

場騒動②

　

前
回
の
耳
納
風
土
記
で
は
慶
応
3
年

（
1
8
6
7
）
に
村
役
人
層
と
小
農
民
の
間
で
起

こ
っ
た
「
浮
羽
郡
の
第
一
次
秣
場
騒
動
」に
つ
い
て
、

当
時
の
社
会
状
態
を
交
え
な
が
ら
ご
紹
介
し
ま
し

た
。
今
回
の
耳
納
風
土
記
で
は
第
一
次
秣
場
騒
動

の
ち
ょ
う
ど
一
年
後
、
慶
応
4
年
4
月
に
起
こ
っ

た
第
二
次
秣
場
騒
動
と
そ
の
後
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

慶
応
4
年
4
月
28
日
、
西
溝
尻
村
の
卯
平
と

他
の
農
民
が
妹
川
村
の
日
向
山
、
注
連
竹
に
入
り

込
ん
で
秣
を
刈
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
妹
川
村
藤
波

の
恵
八
が
目
撃
し
ま
し
た
。
多
数
の
農
民
が
警
告

を
し
ま
し
た
が
彼
ら
は
知
ら
ぬ
顔
で
秣
を
刈
っ
て

い
た
た
め
業
を
煮
や
し
た
恵
八
た
ち
は
さ
ら
に
多

数
の
農
民
を
集
め
、
彼
ら
の
帰
り
道
を
待
ち
伏
せ

乱
闘
を
演
じ
た
末
に
秣
を
取
り
押
さ
え
ま
し
た
。

第
二
次
秣
場
騒
動
の
開
幕
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
聞
い
て
怒
っ
た
椿つ

ば
こ子

・
浮
羽
・
大

石
・
山
春
な
ど
の
農
民
千
人
余
は
翌
朝
椿
子
村

の
菰こ

も
の
上
に
集
合
し
、
妹
川
村
に
押
し
か
け
ま
し

た
。
小
坂
よ
り
一
ノ
瀬
峠
を
越
え
三
瀬
・
掛
橋
・

持
木
浦
等
各
地
の
材
木
、
竹
な
ど
を
合
わ
せ
て

3
万
8
3
9
2
本
を
刈
り
荒
ら
し
て
夕
暮
れ
に
大

生
寺
越
え
で
引
き
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　

第
一
次
秣
場
騒
動
の
際
に
山
中
の
秣
刈
り
を
禁

止
と
し
た
こ
と
を
始
め
に
、
要
所
要
所
に
山
番
を

配
置
し
里
辺
の
者
の
山
中
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と

等
の
処
置
を
藩
が
執
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
こ

と
は
里
辺
の
農
民
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
痛
手
で

あ
っ
た
た
め
に
小
事
件
が
頻
発
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
作
成
さ
れ
た
「
和
解
書
」
や
「
秣
場
仕
分

け
帳
」
は
単
に
表
面
的
な
和
解
を
意
味
す
る
だ
け

の
も
の
で
あ
り
、
山
、
里
農
民
の
間
に
は
も
や
も

や
し
た
空
気
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
第
二
次
秣
場
騒
動
中
の
役
人
た
ち
に
つ
い

て
こ
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
こ
の
騒

動
の
最
中
に
、
藩
の
役
人
と
大
庄
屋
、
長
百
姓
な

ど
が
現
場
に
来
合
せ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
里
辺
の

者
に
よ
っ
て
山
が
伐
り
荒
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
こ
れ

を
制
止
す
る
こ
と
も
無
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
口
惜

し
さ
の
あ
ま
り
に
飛
び
掛
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る

山
辺
の
者
た
ち
を
か
え
っ
て
し
か
り
つ
け
る
と
い

う
有
様
だ
っ
た
の
で
、
里
辺
の
者
は
一
日
中
思
う

存
分
暴
れ
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
。
目
の
前

で
暴
れ
ま
わ
っ
て
い
る
農
民
に
対
し
て
藩
の
役
人

が
何
ら
の
制
止
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

多
数
の
農
民
に
恐
れ
を
な
し
た
こ
と
や
藩
の
威
力

が
す
で
に
衰
え
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
久
留
米
藩

が
多
年
に
わ
た
っ
て
植
林
政
策
を
強
行
し
た
こ
と

に
よ
る
里
辺
の
農
民
に
対
す
る
引
け
目
の
よ
う
な

意
識
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

第
一
次
秣
場
騒
動
に
つ
い
て
は
ル
ー
ズ
な
藩
の
処

置
に
よ
り
検
挙
者
は
1
人
も
出
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
第
二
次
秣
場
騒
動
で
は
相
当
厳
し
い
詮

議
に
か
け
ら
れ
、
翌
年
に
罪
科
処
分
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
東
溝
尻
・
西
溝
尻
・
西
大
石
・
朝
田
・
溝
口
・

原
口
・
原
な
ど
の
各
村
農
民
64
人
、
庄
屋
4
人
と

吉
井
町
の
大
庄
屋
2
人
の
合
計
70
人
が
譴け

ん
せ
き責

に
処

せ
ら
れ
、
西
溝
尻
村
の
卯
平
、
同
村
の
芳
右
衛
門

と
東
溝
尻
村
の
什
右
衛
門
の
3
人
は
首
謀
者
と
み

ら
れ
て
郡
追
放
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
処
分
が
行
わ
れ
た
為
、
2
年
に
わ

た
る
秣
場
騒
動
は
一
応
落
ち
着
き
ま
し
た
が
問
題

は
そ
れ
だ
け
で
は
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
以

降
に
お
い
て
も
様
々
な
紛
議
が
起
こ
り
事
実
上
の

解
決
は
明
治
末
期
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
お
話
で
す
。

　

秣
は
燃
料
不
足
に
悩
む
里
辺
の
農
民
に
と
っ
て

絶
対
必
要
な
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
山
辺
で
は

耕
作
地
が
不
足
し
新
た
に
土
地
を
手
に
入
れ
る
こ

と
も
困
難
だ
っ
た
の
で
、
可
耕
地
で
あ
れ
ば
猫
の

額
ほ
ど
狭
い
土
地
で
も
開
墾
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。
耕
作
で
き
な
い
所
に
は
秣
場
を
狭
め
て
で

も
植
林
を
し
て
い
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
山
辺
の

農
民
は
生
活
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
山
と
里
の
宿
命
的
な
対
立
は
私
た
ち
が
住
む

う
き
は
以
外
で
も
全
国
的
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

現
在
で
は
化
学
肥
料
の
発
明
に
よ
っ
て
大
地
の
恩

恵
を
最
大
限
に
活
か
し
た
農
作
物
が
各
所
で
栽
培

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
恵
ま
れ
た
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
先
人
た
ち
の
苦
労
、
努
力
に
よ
っ
て

技
術
が
進
歩
し
て
き
た
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
生

活
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

自村へ引き返す際に通ったとされる大生寺
大雄宝殿は市指定重要文化財


