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文

政

六

年

紀

州

百

姓

一

揆

覺

書

ー

ー

地

藏

ノ

辻

を

め

ぐ

っ

て

ー

ー

庄

田

平

助

一

、

ま

え

が

き

私

達

の

斈

校

（

和

歌

山

市

立

伏

虎

中

學

校

）

は

、

今

は

戦

災

で

焼

け

て

し

ま

っ

た

和

歌

山

城

の

す

ぐ

そ

ば

に

建

っ

て

い

る

。

そ

の

校

門

か

ら

千

米

ば

か

り

離

れ

た

所

に

、

「

」

〝

地

藏

の

辻

〟

と

呼

ば

れ

る

四

つ

辻

が

あ

っ

て

そ

こ

に

は

従

是

北

直

川

観

音

道

と

書

か

れ

る

道

し

る

べ

と

、

地

藏

さ

ん

を

安

置

し

た

お

堂

が

建

っ

て

い

る

。

今

は

ほ

と

ん

ど

の

人

が

見

す

ご

し

て

通

っ

て

く

る

こ

の

地

藏

ノ

辻

。

た

ま

に

地

藏

さ

ん

に

眼

を

と

め

て

も

「

あ

れ

、

今

日

は

良

い

前

掛

を

か

け

て

も

ら

っ

て

い

る

な

あ

」

と

い

、

う

位

に

し

か

考

え

な

い

よ

う

な

地

藏

ノ

辻

。

だ

が

、

こ

の

場

所

に

も

私

達

の

祖

先

の

輝

や

か

し

い

歴

史

が

秘

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

子

供

達

に

教

え

た

い

と

思

い

、

こ

の

覺

書

を

書

い

て

み

た

。

そ

れ

は

今

か

ら

約

百

三

十

年

前

の

文

政

六

年

（

一

八

二

三

、

紀

ノ

川

平

野

に

大

）

き

な

百

姓

一

揆

が

起

こ

っ

た

時

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

百

姓

一

揆

は

、

瀧

本

誠

一

氏

の

〝

経

済

一

家

言

〟

（

経

済

論

叢

、

大

正

七

）

や

、

木

村

靖

二

氏

の

〝

日

本

農

民

爭

闘

史

〟

（

昭

五

）

等

に

紹

介

さ

れ

、

最

近

で

は

関

山

直

太

郎

氏

の

〝

文

政

六

年

の

紀

州

百

姓

一

揆

〟

＝

新

史

料

「

蒼

生

一

揆

談

」

及

「

百

姓

一

揆

談

」

に

つ

い

て

〟

（

経

済

理

論

昭

和

二

十

七

）

が

発

表

さ

れ

て

い

る

。

又

石

塚

祐

道

氏

も

〝

明

治

初

期

に

お

け

る

紀

州

藩

藩

政

改

革

の

政

治

史

的

考

察

〟

（

歴

史

學

研

究

第

一

八

二

号

）

の

中

の

「

紀

州

藩

に

お

け

る

領

主

的

危

期

の

様

相

」

の

章

に

、

こ

の

一

揆

に

つ

い

て
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書

か

れ

て

い

る

。

も

う

こ

れ

以

上

こ

の

一

揆

に

つ

い

て

書

く

必

要

は

な

い

の

で

は

な

い

か

と

さ

え

考

え

ら

れ

る

程

で

あ

る

が

、

雜

誌

に

発

表

さ

れ

た

論

文

は

、

私

達

現

場

教

師

の

手

に

入

り

に

く

い

し

、

た

と

え

手

に

入

っ

た

と

し

て

も

、

そ

の

難

し

い

言

葉

に

参

っ

て

し

ま

い

、

そ

の

結

果

〝

ど

こ

か

遠

い

所

の

歴

史

〟

を

子

供

達

に

教

え

る

こ

。

、

と

に

な

り

が

ち

で

あ

る

こ

こ

で

は

背

伸

び

し

て

無

理

に

使

う

様

な

言

葉

を

避

け

て

こ

れ

ら

諸

研

究

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

私

達

紀

州

の

百

姓

一

揆

に

つ

い

て

ま

と

め

た

い

。

従

っ

て

新

し

い

説

を

述

べ

る

よ

う

な

研

究

で

な

く

、

た

だ

違

う

点

と

言

え

ば

、

今

ま

で

の

研

究

で

用

い

ら

れ

た

〝

甲

子

夜

話

〟

百

姓

一

揆

談

〝

蒼

生

一

揆

談

〟

浮

世

の

有

様

と

は

違

っ

た

新

史

料

〝

南

中

一

揆

談

〟

を

も

と

に

し

て

考

え

て

行

き

た

い

と

い

う

事

で

あ

る

。

〝

南

中

一

揆

譚

〟

は

和

歌

山

県

立

図

書

館

に

所

藏

さ

れ

て

い

る

写

本

で

あ

り

、

美

濃

半

栽

の

大

き

さ

、

一

枚

に

十

六

行

書

い

て

表

紙

を

除

い

て

九

十

三

枚

の

も

の

で

あ

る

（

こ

の

史

料

は

昨

年

プ

リ

ン

ト

し

て

和

歌

山

大

學

歴

史

學

研

究

。

會

よ

り

出

し

た

）

筆

者

は

誰

か

わ

か

ら

な

い

し

、

題

名

の

〝

南

中

〟

の

意

味

も

明

ら

か

で

な

い

。

し

か

し

す

で

に

紹

介

さ

れ

て

い

る

〝

百

姓

一

揆

談

〟

〝

蒼

生

一

奇

談

〟

と

は

別

系

譜

の

記

録

で

、

こ

れ

ら

二

つ

の

史

料

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

物

語

的

色

彩

が

少

な

い

た

め

、

資

料

的

な

價

値

が

比

較

的

高

い

と

思

わ

れ

る

。

今

ま

で

多

く

書

か

れ

た

〝

村

の

歴

史

〟

が

斈

問

的

批

判

に

耐

え

な

い

と

い

う

強

い

批

判

が

生

ま

れ

て

き

て

い

る

。

だ

か

私

達

は

勇

気

を

出

し

て

書

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

子

供

達

に

「

君

の

、

そ

し

て

私

達

の

祖

先

は

、

こ

ん

な

に

し

て

幸

福

を

求

め

る

た

め

に

力

を

合

わ

せ

た

ん

だ

」

と

教

え

る

た

め

に

は

、

私

達

の

力

で

、

私

達

の

祖

先

の

歩

み

を

斈

ば

ね

ば

な

ら

な

い

と

思

う

。

私

達

の

斈

校

で

は

、

歴

史

を

教

え

て

い

る

教

師

が

自

分

の

得

意

な

問

題

を

調

べ

る

こ

と

に

し

て

、

暇

を

見

つ

け

て

は

史

料

を

求

め

て

歩

い

て

い

る

が

「

本

校

學

区

内

の

古

墳

「

鷺

ノ

森

と

一

向

一

揆

「

紀

ノ

川

平

、

」

」

野

の

商

品

流

通

「

城

下

町

和

歌

山

の

姿

」

等

の

研

究

が

一

つ

の

も

の

に

ま

と

ま

っ

」

て

行

っ

た

時

、

私

達

の

〝

町

の

歴

史

〟

が

生

ま

れ

、

歴

史

教

育

の

中

に

も

生

き

生

き
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と

し

た

祖

先

の

息

吹

を

吹

き

込

む

こ

と

が

出

来

る

に

違

い

な

い

と

思

う

。

こ

の

〝

地

藏

の

辻

〟

を

め

ぐ

っ

て

も

、

そ

の

町

の

歴

史

の

一

部

を

な

す

も

の

で

あ

る

。

二

、

一

揆

の

あ

ら

ま

し

こ

の

百

姓

一

揆

の

あ

っ

た

文

政

六

年

（

一

八

二

三

）

は

、

四

月

十

七

日

か

ら

雨

が

降

ら

な

か

っ

た

た

め

に

田

植

え

が

出

来

な

か

っ

た

「

菅

野

家

文

章

」

の

文

政

六

年

。

八

月

、

〝

旱

損

所

毛

替

改

帳

控

〟

は

、

高

野

山

領

で

は

あ

る

が

、

隣

り

あ

う

紀

州

領

に

も

通

ず

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

数

５

３

４

０

８

２

８

８

２

０

数

９

１

６

８

筆

筆

合

％

作

作

作

割

能

５

０

５

０

５

０

５

０

５

替

付

不

１

１

２

２

３

３

４

４

豆

豆

バ

明

毛

付

付

毛

植

植

毛

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

大

小

ソ

不

こ

こ

に

、

僅

か

の

用

水

を

上

流

と

下

流

の

村

々

で

奪

い

あ

い

、

同

じ

村

の

中

で

も

村

役

人

層

と

小

百

姓

層

の

爭

い

が

起

っ

て

く

る

。

和

歌

山

藩

を

ゆ

り

動

か

し

た

百

姓

一

揆

は

、

こ

の

用

水

の

奪

い

あ

い

が

発

展

し

た

も

の

で

あ

る

が

、

五

月

二

十

九

日

の

宮

郷

一

揆

よ

り

六

月

七

日

の

粉

河

一

揆

ま

で

の

用

水

奪

い

あ

い

の

段

階

と

、

六

月

八

日

の

伊

都

郡

一

揆

よ

り

十

一

日

地

藏

ノ

辻

に

至

る

藩

当

局

に

対

す

る

闘

争

の

段

階

に

わ

け

ら

れ

る

と

思

う

。

こ

れ

か

ら

簡

単

に

一

揆

の

歩

ん

だ

道

を

た

ど

っ

て

み

よ

う

。

用

水

の

奪

い

あ

い

1

宮

郷

一

揆

名

草

郡

宮

組

三

十

五

ヶ

村

六

万

八

千

石

を

う

る

お

す

宮

湯

は

、

四

月

以

来

の
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日

照

り

の

た

め

に

水

が

来

ず

、

田

植

が

出

来

な

い

有

様

だ

っ

た

。

五

月

二

十

九

、

、

、

（

）

日

宮

組

七

千

人

の

百

姓

は

花

山

な

ど

に

集

ま

っ

て

宮

湯

の

夫

頭

水

役

鳴

神

村

の

市

左

衛

門

・

清

吉

の

両

家

を

打

壞

し

、

更

に

上

流

に

あ

る

小

倉

井

堰

・

岩

出

六

ヶ

井

堰

を

切

り

落

し

て

宮

湯

へ

水

を

通

そ

う

と

し

て

、

皆

で

押

し

か

け

難

な

く

切

り

落

と

し

た

。

そ

の

時

「

宮

郷

の

百

姓

達

が

小

倉

庄

屋

を

打

ち

壞

す

」

と

い

う

噂

が

た

っ

た

の

で

、

庄

屋

は

岩

出

組

・

田

中

組

・

池

田

組

の

大

庄

屋

に

加

勢

を

求

め

、

一

揆

を

待

ち

受

け

て

い

た

。

そ

こ

へ

噂

ど

お

り

一

揆

が

押

し

寄

せ

た

が

散

々

に

破

ら

れ

、

死

者

ま

で

出

し

て

日

前

宮

へ

逃

げ

去

っ

た

。

宮

郷

一

揆

が

そ

こ

で

相

談

し

て

い

る

と

こ

ろ

へ

、

和

歌

山

城

よ

り

使

者

が

来

て

、

「

田

を

植

付

出

き

る

筋

を

白

紙

御

免

定

、

其

外

気

不

足

に

不

出

来

の

田

地

は

見

分

の

上

宜

敷

取

扱

ひ

遣

す

べ

し

」

と

述

べ

た

の

で

、

百

姓

達

は

家

へ

引

き

取

っ

た

。

後

は

徒

黨

の

罪

も

問

わ

れ

ず

に

済

ん

だ

。

所

が

六

月

一

日

、

山

口

村

か

ら

加

太

ま

で

の

百

姓

達

が

「

六

ヶ

井

関

、

宮

、
、

、

郷

百

姓

の

為

ニ

切

落

と

さ

れ

し

上

は

郡

中

へ

水

も

来

ら

ず

我

々

が

難

儀

至

極

何

に

も

せ

よ

堰

を

元

の

如

く

堰

直

さ

ん

」

と

廻

文

を

出

し

、

百

姓

八

百

人

ば

か

り

が

土

俵

な

ど

を

持

っ

て

出

発

し

た

事

件

が

起

っ

た

。

八

ッ

時

に

舟

所

村

ま

で

行

っ

た

時

に

、

代

官

が

一

揆

を

押

し

止

め

て

「

早

元

之

如

く

堰

を

直

し

置

て

、

水

下

る

べ

し

、

其

上

当

年

旱

に

て

毛

付

で

き

る

筋

は

皆

な

し

、

其

余

は

其

上

御

見

分

の

上

宜

敷

用

捨

を

加

へ

て

取

扱

御

免

定

下

ケ

有

へ

し

」

と

申

し

聞

か

せ

た

の

で

、

百

姓

達

も

引

取

っ

て

い

る

。

〝

南

紀

徳

川

史

〟

に

「

或

人

の

記

に

、

五

月

二

十

九

日

大

納

言

様

よ

り

思

召

を

以

高

札

に

て

、

今

日

迄

毛

付

出

来

不

申

田

地

は

御

赦

免

の

旨

立

札

に

て

触

廻

り

た

り

」

と

あ

る

の

は

、

以

上

の

事

を

裏

書

す

る

も

の

で

あ

ろ

う

。
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亀

池

一

揆

宮

郷

一

揆

と

時

を

同

じ

く

し

て

、

海

士

郡

吉

原

組

・

日

方

組

の

冬

野

村

・

内

原

村

・

紀

三

井

寺

村

・

毛

見

・

布

引

な

ど

三

十

五

ヶ

村

の

百

姓

は

、

一

万

石

の

田

に

灌

漑

す

る

亀

池

の

水

が

下

ま

で

行

き

わ

た

ら

な

い

た

め

、

太

田

村

（

且

来

村

か

）

瓦

屋

七

藏

な

ど

を

打

壞

し

、

根

来

百

人

者

を

勤

め

る

小

野

田

村

山

県

兵

部

、

御

山

方

と

庄

屋

を

勤

と

め

る

弟

の

十

次

郎

の

家

を

壞

し

て

か

ら

亀

池

堤

を

切

落

そ

う

と

相

談

し

た

が

、

そ

れ

が

小

野

田

村

へ

洩

れ

て

し

ま

っ

た

。

小

野

田

村

で

は

隣

の

坂

井

村

に

加

勢

を

頼

み

、

鉄

砲

に

よ

っ

て

一

揆

を

追

い

払

っ

た

。

又

〝

百

姓

一

揆

談

〟

に

は

そ

の

後

の

事

件

に

つ

い

て

こ

う

記

し

て

い

る

。

紀

三

井

寺

大

庄

屋

楠

右

衛

門

、

総

勢

を

押

え

ん

と

出

張

致

さ

れ

し

が

、

存

の

外

大

勢

な

れ

ば

取

鎮

め

も

な

り

難

く

紀

三

井

寺

へ

皈

り

し

跡

、

且

来

多

田

本

渡

り

藥

勝

寺

之

百

姓

大

い

に

怒

り

、

紀

三

井

寺

役

人

出

張

な

か

ら

乱

妨

狼

藉

い

た

し

た

事

こ

そ

無

念

也

、

此

方

も

押

寄

て

大

庄

屋

を

は

じ

め

紀

三

井

寺

中

片

端

よ

り

打

碎

ん

と

惣

勢

を

あ

つ

め

紀

三

井

寺

に

向

っ

た

が

、

守

り

堅

く

、

四

日

間

両

軍

が

に

ら

み

合

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

事

件

も

役

人

が

出

張

し

て

終

わ

っ

た

。

北

島

一

揆

北

島

一

揆

は

六

月

二

日

（

〝

百

姓

一

揆

談

〟

で

は

六

月

四

日

）

に

起

こ

っ

て

い

る

。

〝

南

中

一

揆

譚

〟

に

は

、

北

島

一

揆

が

な

ぜ

起

っ

た

か

に

つ

い

て

書

か

ず

、

牢

番

と

し

て

そ

の

下

役

（

広

瀬

の

穢

多

）

が

伊

勢

右

衛

門

等

を

召

し

捕

り

に

来

た

こ

と

よ

り

書

き

始

め

て

い

る

。

〝

百

姓

一

揆

談

〟

に

は

「

宮

郷

よ

り

切

落

し

六

ヶ

の

湯

を

関

留

ね

ば

北

島

の

水

田

は

白

畑

と

な

ら

ん

、

六

ヶ

の

湯

の

関

留

に

行

ん

」

と

云

っ

た

百

姓

達

が

「

如

何

な

る

趣

意

が

有

け

ん

、

庄

屋

散

々

、
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に

打

碎

」

い

た

た

め

に

起

っ

た

と

し

て

い

る

。

こ

れ

は

前

に

記

し

た

山

口

村

、

加

太

の

一

揆

と

同

質

の

も

の

で

あ

る

。

伊

勢

右

衛

門

召

捕

の

牢

番

を

問

い

つ

め

た

結

果

、

梶

取

村

大

庄

屋

南

川

長

五

郎

が

「

御

代

官

所

願

出

村

々

而

両

、

江

ニ

三

人

ヅ

ツ

頭

取

之

者

を

召

取

成

候

ハ

ヾ

此

騒

動

鎮

ベ

シ

と

申

上

」

で

た

た

め

と

わ

か

り

、

百

姓

達

は

怒

っ

て

北

島

の

堤

に

集

っ

て

話

し

あ

っ

た

。

一

方

、

逃

げ

皈

っ

た

牢

番

は

、

村

中

の

者

、

広

瀬

穢

多

三

百

人

を

呼

び

集

め

て

北

島

に

向

か

っ

た

た

め

、

町

中

大

騒

動

と

な

り

、

大

手

御

門

・

京

橋

御

門

を

は

じ

め

町

中

の

門

を

閉

め

、

町

の

辻

で

は

通

行

人

を

改

め

、

巖

重

な

警

戒

を

し

た

。

城

中

で

は

評

議

の

末

、

御

先

手

物

頭

衆

ら

十

人

余

り

の

物

が

北

島

に

向

い

、

川

を

は

さ

ん

で

一

揆

と

に

ら

み

あ

っ

た

。

翌

三

日

、

一

揆

は

長

五

郎

の

家

、

貴

志

組

大

庄

屋

を

襲

い

散

々

打

壞

し

た

の

で

、

役

人

側

は

夜

九

ッ

時

に

出

陣

す

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

北

島

御

殿

奉

行

よ

り

百

姓

の

願

い

を

聞

い

た

結

果

を

報

告

し

て

来

た

の

で

、

そ

れ

を

調

べ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の

結

果

「

百

姓

共

之

存

念

之

趣

尤

相

聞

、

追

よ

き

に

取

扱

ひ

可

有

間

、

早

速

引

取

ら

せ

と

の

儀

付

」

百

姓

に

ニ

而

ニ

申

伝

え

て

引

取

ら

せ

た

。

し

か

し

、

伊

勢

右

衛

門

ら

六

人

は

尋

ね

者

に

な

り

、

十

四

ヶ

村

へ

北

島

に

組

し

な

い

様

に

誓

紙

を

出

さ

せ

て

い

る

。

そ

の

翌

日

「

村

々

植

付

出

来

さ

る

所

は

白

紙

ニ

而

御

免

定

御

下

ケ

被

成

下

、

其

余

は

見

分

之

上

取

遣

可

申

」

と

達

し

が

あ

り

、

七

日

に

は

「

他

所

米

勝

手

次

第

河

入

御

免

」

と

申

し

伝

え

ら

れ

、

百

姓

は

大

い

に

喜

ん

だ

と

い

う

。

伊

勢

右

衛

門

は

北

島

の

顔

役

で

、

た

い

て

い

の

喧

嘩

口

論

は

彼

の

手

で

鎮

め

ら

れ

た

と

言

わ

れ

て

お

り

、

人

人

の

信

望

も

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

が

、

北

島

一

揆

の

頭

取

の

罪

に

よ

り

、

八

月

十

三

日

田

井

ノ

瀬

で

打

首

獄

門

の

刑

を

受

け

て

い

る

。

尚

、

注

意

す

べ

き

は

、

広

瀬

穢

多

が

牢

番

の

下

役

を

勤

め

て

領

主

の

側

に

動

員

さ

れ

た

こ

と

で

あ

る

。

彼

等

が

伊

勢

右

衛

門

を

捕

え

に

行

っ

た

所

「

我

々

、

御

吟

味

之

筋

あ

れ

ば

と

て

銘

々

支

配

在

、

其

方

等

が

世

話

に

成

べ

き

筋

に

あ

ら
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ず

」

と

云

い

、

捕

え

よ

う

と

す

る

と

「

当

村

之

百

姓

共

大

勢

群

り

、

熊

手

而

ニ

捕

手

の

穢

多

を

叩

き

廻

し

、

難

な

く

打

す

え

」

て

い

る

。

こ

こ

に

、

し

い

た

げ

ら

れ

た

者

同

志

が

お

互

い

に

憎

み

あ

う

様

に

し

向

け

る

分

裂

政

策

、

身

分

制

度

の

悲

劇

が

見

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

粉

河

一

揆

粉

河

村

で

は

夏

至

を

過

ぎ

て

か

ら

漸

く

半

分

の

毛

付

が

終

っ

た

が

、

用

水

が

中

山

村

の

百

姓

に

盗

ま

れ

、

水

が

来

な

か

っ

た

。

そ

こ

で

中

山

村

庄

屋

へ

談

判

に

行

っ

た

所

、

水

を

盗

ん

だ

者

に

過

料

と

し

て

麥

三

石

、

銭

三

貫

文

出

さ

せ

る

か

ら

内

済

に

し

て

ほ

し

い

と

申

出

が

あ

っ

た

。

だ

が

、

ま

だ

中

山

村

の

次

左

衛

？

門

等

多

く

の

者

が

用

水

を

盗

ん

だ

た

め

、

再

び

庄

屋

方

へ

行

っ

た

が

折

れ

あ

わ

ず

、

遂

に

次

右

衛

門

の

家

を

始

め

、

庄

屋

の

家

等

十

五

軒

を

散

々

に

打

ち

壞

し

た

。

北

島

一

揆

の

こ

と

で

警

戒

中

の

役

人

が

直

ち

に

手

配

し

て

三

人

の

者

を

捕

え

た

。

三

人

の

者

は

七

月

十

三

日

、

和

歌

山

の

牢

よ

り

解

放

さ

れ

た

。

以

上

四

ツ

の

一

揆

の

経

過

を

た

ど

っ

て

き

た

が

、

共

通

し

て

い

る

の

は

、

い

ず

れ

も

用

水

の

奪

い

あ

い

で

あ

り

、

そ

れ

が

用

水

の

管

理

者

で

あ

る

村

役

人

層

へ

の

反

抗

と

な

っ

て

現

わ

れ

て

い

る

点

で

あ

る

。

宮

郷

一

揆

、

北

島

一

揆

で

は

、

消

極

的

な

態

度

で

は

あ

る

が

年

貢

の

減

免

、

他

所

米

の

自

由

販

売

を

要

求

し

た

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

こ

れ

ら

の

要

求

は

、

ま

だ

総

百

姓

の

共

通

の

要

求

と

し

て

燃

え

上

ら

な

か

っ

た

。

自

村

の

庄

屋

や

大

庄

屋

が

攻

撃

さ

れ

た

場

合

、

百

姓

達

は

村

の

恥

に

な

る

と

云

っ

て

助

け

に

行

っ

て

い

る

の

は

、

一

揆

が

ま

だ

高

度

の

段

階

に

い

た

ら

な

い

こ

と

を

示

す

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

の

段

階

に

と

ヾ

ま

る

限

り

、

こ

れ

以

上

の

発

展

は

望

め

な

い

が

、

一

応

お

さ

ま

っ

た

か

に

見

え

た

一

揆

は

再

び

立

ち

上

っ
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た

。

伊

都

郡

の

百

姓

が

、

は

っ

き

り

し

た

要

求

を

掲

げ

て

和

歌

山

へ

向

う

と

、

そ

れ

に

合

流

し

、

最

早

用

水

の

奪

い

あ

い

で

は

な

い

藩

の

政

策

そ

の

も

の

に

対

す

る

闘

爭

を

、

総

百

姓

の

名

の

下

に

展

開

し

て

行

っ

た

。

七

ヶ

条

の

要

求

を

か

ヽ

げ

て

、

2

伊

都

郡

一

揆

は

六

月

八

日

に

始

ま

る

。

〝

南

中

一

奇

譚

〟

に

は

次

の

様

に

記

し

て

い

る

。

近

年

百

姓

共

一

統

御

免

定

次

第

高

ク

相

成

り

其

上

当

年

は

旱

に

て

田

畑

焼

、

ニ

其

上

橋

本

御

仕

入

方

役

所

而

は

米

相

場

至

高

値

、

石

ニ

付

九

拾

目

位

、

塩

壱

ニ

而

俵

ニ

付

七

匁

之

相

場

な

り

。

畑

通

り

古

荒

等

之

吟

味

強

く

川

上

之

末

々

迄

も

難

儀

な

り

と

、

右

三

ヶ

村

之

者

共

（

伊

都

郡

大

野

・

名

倉

・

伏

原

）

名

前

無

き

廻

文

を

相

談

、

半

鐘

を

相

流

段

々

下

筋

村

贈

り

に

廻

し

け

る

。

一

味

同

心

の

村

江

々

は

其

趣

高

札

被

書

付

何

村

一

味

と

、

村

役

人

共

人

足

召

連

一

揆

を

迎

と

し

て

罷

出

へ

し

。

若

又

違

背

之

村

々

不

残

一

時

に

打

碎

き

申

へ

し

と

、

真

先

に

紙

幟

を

立

、

村

々

を

打

通

り

け

る

。

こ

こ

で

、

後

に

「

国

中

惣

百

姓

」

の

名

で

藩

に

要

求

し

た

七

ヶ

条

を

あ

げ

、

そ

の

要

求

が

な

ぜ

出

て

来

た

か

を

さ

ぐ

っ

て

み

よ

う

。

百

姓

願

之

品

々

一

、

南

龍

院

様

御

代

之

御

免

定

之

通

被

成

下

候

様

一

、

御

仕

入

方

御

止

被

下

候

様

一

、

畑

返

り

田

地

畑

免

に

被

成

下

候

様

一

、

分

水

堤

切

御

免

之

事

一

、

古

荒

し

起

し

御

免

之

事
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一

、

傷

毛

御

見

分

被

成

候

事

一

、

米

之

口

御

明

ケ

被

成

下

候

事

右

七

ケ

條

国

中

惣

百

姓

未

六

月

要

求

を

大

き

く

分

け

る

と

、

御

仕

入

方

に

よ

る

專

売

に

対

す

る

反

対

と

、

年

貢

を

軽

く

す

る

要

求

に

な

る

。

御

仕

入

方

や

め

ろ

〝

南

紀

徳

川

史

〟

に

は

御

仕

入

方

の

始

ま

り

を

こ

う

書

い

て

い

る

。

御

仕

入

発

端

之

儀

は

、

両

熊

野

之

儀

辺

土

故

稼

き

薄

く

、

商

人

共

へ

利

潤

多

く

と

ら

れ

、

百

姓

弱

り

御

年

貢

も

滯

候

付

、

元

禄

十

三

辰

頃

よ

り

仕

入

相

初

り

、

專

ら

稼

か

せ

候

様

様

子

御

座

候

御

仕

入

方

と

は

、

物

品

を

仕

入

れ

る

意

味

で

、

人

々

に

仕

事

を

与

え

、

そ

の

生

産

物

を

販

売

し

て

利

益

を

得

る

事

で

あ

る

。

最

初

は

山

林

を

購

入

し

て

、

人

々

に

金

や

米

を

与

え

て

山

の

仕

事

を

さ

せ

、

伐

っ

た

材

木

を

製

炭

さ

せ

、

そ

の

工

費

と

駄

賃

を

払益

う

仕

組

で

あ

っ

た

。

藩

で

は

そ

の

生

産

物

を

和

歌

山

、

大

阪

、

江

戸

に

送

っ

て

利

益

を

得

た

の

で

あ

る

。

相

当

の

利

を

あ

げ

た

ら

し

く

、

藩

の

御

勝

手

方

へ

の

御

立

用

益

金

と

し

て

、

宝

暦

三

年

（

一

七

五

三

）

四

万

八

千

両

、

明

和

六

年

（

一

七

六

九

）

十

三

万

二

千

四

百

七

十

七

両

、

寛

政

八

年

（

一

七

九

六

）

三

千

四

百

十

七

両

、

文

化

元

（

）

（

）
、

年

一

八

〇

四

一

万

七

千

七

百

六

十

五

両

が

記

録

さ

れ

て

お

り

石

塚

氏

論

文

武

士

に

対

す

る

貸

付

金

も

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

從

っ

て

窮

迫

を

告

げ

た

藩

財

政

を

た

て

直

す

た

め

に

、

年

貢

を

多

く

す

る

こ

と

、

御

仕

入

方

に

よ

る

專

売

の

強

化

、

儉

約

の

奬

勵

の

方

向

に

向

っ

た

の

は

当

然

で

あ

る

。

專

売

の

強

化

は

御

仕

入

方

の

性

格

の

変

化

と

な

っ

て

現

わ

れ

る

。

熊

野

に

設

け

ら

れ

た

当

時

は

、

伐

木

製

炭

業

が

主

で
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あ

っ

た

が

、

だ

ん

と

種

々

の

産

物

を

扱

う

よ

う

に

な

り

、

質

屋

業

も

営

む

に

い

く

た

っ

て

い

る

「

御

仕

入

方

に

て

取

扱

有

之

品

々

」

に

よ

る

と

「

炭

・

寒

天

并

海

草

。

共

・

唐

弓

弦

・

酒

造

・

米

捌

・

紅

花

・

金

海

鼠

・

懷

炉

并

藥

灰

・

醤

油

・

乾

蚫

・

綏

つ
る

？

糸

・

銅

・

和

菜

種

并

染

草

共

・

硫

黄

・

毛

綿

・

針

」

等

三

十

五

種

程

度

の

名

が

あ

が

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

一

揆

に

関

係

の

深

か

っ

た

橋

本

郷

仕

入

方

役

所

に

つ

い

て

調

べ

る

こ

と

に

す

る

。

橋

本

郷

仕

入

方

は

文

化

十

年

（

一

八

一

三

）

七

月

に

開

か

れ

た

『

南

。

紀

徳

川

史

』

に

あ

る

御

仕

入

方

設

立

の

許

可

願

は

次

の

通

り

で

あ

る

。

産

物

交

易

之

儀

、

手

広

取

計

下

々

御

救

に

相

成

候

様

、

橋

本

へ

御

仕

方

取

建

、

吉

野

郷

材

木

仕

入

、

其

外

御

救

肥

手

之

世

話

等

御

代

官

内

存

之

通

、

手

質

又

者

肥

し

等

渡

遣

候

得

共

、

御

救

に

相

成

其

外

他

所

へ

国

を

取

ら

れ

候

品

に

も

相

益

考

え

、

御

国

御

救

に

両

全

之

業

に

相

成

候

様

取

計

可

申

心

得

に

御

座

候

、

益

は

か

ら

い

乍

併

同

所

は

人

気

も

不

宣

場

所

に

も

中

奸

之

者

共

者

、

勝

手

に

不

宣

候

得

は

、

何

歟

と

申

唱

候

風

儀

に

御

座

候

得

者

、

先

御

領

分

御

仕

入

乏

儀

者

跡

へ

廻

し

、

此

節

吉

野

郷

仕

入

而

己

に

打

掛

、

其

内

百

姓

共

へ

も

業

に

て

利

害

致

納

得

候

様

、

速

に

取

扱

候

様

可

仕

と

奉

存

候

こ

れ

に

よ

っ

て

も

御

仕

入

方

が

最

初

か

ら

不

人

気

で

あ

っ

た

様

で

、

だ

ん

と

取

く

扱

う

商

品

の

範

囲

を

拡

げ

た

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

も

そ

の

價

格

は

高

か

っ

た

。

〝

南

中

一

奇

譚

〟

に

「

米

一

石

九

拾

目

」

と

書

か

れ

て

い

る

が

、

当

時

の

米

價

は

五

十

八

匁

程

度

（

地

方

史

研

究

必

携

一

五

七

～

一

五

九

頁

）

で

あ

っ

た

ら

し

く

、

名

倉

の

米

屋

が

六

十

五

匁

で

買

入

れ

た

記

録

も

あ

る

の

で

、

法

外

な

値

段

と

云

え

よ

う

。

高

野

山

寺

領

に

対

し

て

も

藩

權

力

を

利

用

し

て

無

理

に

売

り

つ

け

た

記

録

も

〝

南

紀

徳

川

史

〟

に

見

え

て

い

る

。

更

に

〝

和

歌

山

縣

誌

〟

に

引

用

し

て

い

る

。

〝

南

陽

夢

日

記

〟

に

も

次

の

様

に

書

い

て

い

る

。

橋

本

ノ

御

仕

入

ヲ

初

メ

ト

シ

所

々

ニ

役

所

ヲ

以

テ

、

諸

商

ヒ

共

御

仕

入

ト

名

付

、
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井

上

兵

次

郎

ヲ

以

テ

頭

取

役

ト

シ

、

諸

色

値

段

ヲ

引

上

ゲ

、

酒

ハ

勿

論

質

株

水

車

油

紺

屋

ニ

イ

タ

ル

マ

デ

新

古

株

ヲ

改

メ

、

他

国

米

ヲ

差

留

所

ニ

出

シ

、

改

ノ

米

役

ヲ

差

出

シ

、

吟

味

ヲ

強

ク

シ

、

百

姓

是

ニ

困

窮

シ

依

テ

万

民

悲

------
------

シ

ミ

ニ

堪

へ

ズ

、

上

ヲ

恨

ム

コ

ト

限

リ

ナ

シ

。

こ

の

御

仕

入

方

の

や

り

方

は

、

た

ヾ

百

姓

の

み

の

苦

し

み

で

な

く

、

町

に

住

む

商

人

も

同

様

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

和

歌

山

藩

で

は

〝

津

留

め

〟

と

云

っ

て

他

国

米

の

輸

入

を

禁

止

し

て

い

た

。

享

保

八

年

（

一

七

二

三

「

伊

都

郡

・

那

賀

・

名

草

）

へ

通

行

候

控

」

に

は

「

他

国

米

留

被

、

仰

付

候

処

、

掠

米

入

候

風

説

有

之

候

、

右

、

は

村

々

其

切

条

之

吟

味

疎

成

故

、

掠

米

有

之

儀

候

条

左

之

通

申

付

候

」

と

云

っ

て

い

る

。

こ

う

し

て

〝

津

留

め

〟

を

し

た

結

果

、

米

價

も

高

く

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

こ

に

百

姓

は

勿

論

、

商

売

に

圧

迫

を

う

け

た

商

人

ま

で

も

御

仕

入

れ

の

廃

止

、

他

国

米

の

輸

入

を

望

み

、

共

通

の

要

求

と

し

て

浮

び

上

が

っ

て

来

た

の

も

当

然

と

言

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

年

貢

を

少

く

せ

よ

次

に

年

貢

軽

減

に

つ

い

て

考

え

よ

う

。

〝

南

紀

徳

川

史

〟

に

示

さ

れ

た

紀

州

口

五

郡

（

名

草

・

海

士

・

那

賀

・

伊

都

・

有

田

）

の

石

盛

は

、

次

表

の

如

く

で

あ

る

。

石

盛

高

一

反

石

盛

高

一

反

上

上

田

一

九

一

九

上

上

畑

一

八

一

八

石

斗

石

斗

石

斗

石

斗

上

田

一

八

一

八

上

畑

一

七

一

七

中

田

一

七

一

七

中

畑

一

六

一

六

下

田

一

四

一

四

下

畑

一

一

一

一

下

下

田

一

〇

一

〇

下

々

畑

七

七

注

檢

見

に

て

一

反

歩

の

出

来

高

を

見

積

り

、

六

公

四

民

の

方

を

以

て

予

め

収

箇

を

仕

出

し

、

こ

れ

を

平

均

高

に

て

除

し

、

一

石

高

の

毛

付

免

と

な

し

、

毛

付

高

に

乘

じ

其

数

を

田

方

貢

米

と

せ

り

。

こ

の

外

に

も

二

分

米

（

百

石

に

付

二

石

）

糠

藁

代

米

（

一

斗

九

升

）

差

米

（

二

石

五
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斗

）

口

米

（

二

石

）

郷

役

米

（

一

石

三

斗

）

種

貸

米

（

四

斗

）

外

に

小

物

成

と

い

う

様

に

、

色

々

な

名

目

に

よ

っ

て

年

貢

を

取

ら

れ

た

。

紀

州

第

一

代

領

主

頼

宣

の

時

代

と

文

政

年

間

の

年

貢

に

つ

い

て

比

較

す

る

史

料

を

持

た

な

い

が

、

昔

ヨ

リ

ハ

格

別

ニ

田

成

畑

通

リ

免

合

ヲ

引

合

ケ

、

新

規

ノ

竿

先

を

強

ク

シ

、

新

田

竝

ニ

古

荒

レ

ヲ

起

コ

シ

、

暫

時

ノ

課

役

ヲ

言

附

ケ

、

百

姓

是

ニ

困

窮

シ

先

祖

--------------
------

ヨ

リ

持

伝

フ

ル

所

ノ

田

畑

ヲ

売

拂

（

南

陽

夢

日

記

）

と

書

か

れ

て

い

る

事

に

よ

っ

て

も

推

察

で

き

る

。

「

畑

返

り

田

地

畑

免

に

被

成

下

候

様

」

の

要

求

に

つ

い

て

考

え

る

と

「

畑

返

り

、

は

、

畑

を

普

請

仕

田

に

仕

立

申

儀

に

て

御

座

候

、

田

に

な

り

稲

作

を

仕

付

候

年

よ

り

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

田

方

の

免

を

受

申

候

、

其

内

田

に

仕

普

請

大

造

有

之

、

或

用

水

を

取

候

儀

に

付

普

請

・

・

・

・

・

・

・

・

有

之

、

入

用

多

候

へ

は

、

其

積

り

を

以

五

年

七

年

間

は

其

儘

畑

に

て

差

置

、

追

て

田

免

を

受

さ

せ

申

候

（

南

紀

徳

川

史

）

と

あ

っ

て

、

畑

免

よ

り

高

い

田

免

を

す

ぐ

に

」

取

ら

れ

た

。

し

か

し

例

外

的

に

畑

免

が

田

免

よ

り

高

い

所

も

あ

っ

た

「

畑

へ

も

木

。

綿

を

植

候

所

々

、

其

外

御

城

下

近

辺

な

ど

に

て

菜

大

根

の

類

を

作

り

候

所

々

は

、

値

段

積

り

宣

き

に

付

、

所

に

よ

り

田

方

の

免

よ

り

畑

免

高

き

程

の

所

も

御

座

候

（

南

」

）

。

、

紀

徳

川

史

は

そ

の

こ

と

を

示

し

て

い

る

史

料

で

あ

る

そ

れ

は

と

も

か

く

と

し

て

こ

の

要

求

は

積

極

的

に

年

貢

を

軽

く

し

て

く

れ

と

云

う

も

の

で

あ

る

。

「

分

水

堤

切

御

免

之

事

」

に

つ

い

て

は

明

ら

か

で

な

い

し

「

百

姓

共

御

下

ケ

、

江

書

附

」

に

も

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

。

関

山

氏

の

論

文

で

は

「

用

水

の

仕

切

と

な

っ

て

い

る

土

地

は

免

税

の

事

」

と

さ

れ

て

い

る

が

元

禄

時

代

に

「

井

戸

免

「

堀

免

」

、

」

が

許

さ

れ

て

い

る

こ

と

よ

り

見

れ

ば

正

し

い

見

解

と

思

う

。

次

に

「

古

荒

レ

起

し

」

に

つ

い

て

は

、

水

荒

之

場

模

様

替

田

畑

に

成

候

所

は

、

百

姓

普

請

仕

立

毛

を

付

其

年

よ

り

御

年

貢

納

申

候

、

普

請

大

造

成

文

を

鍬

先

と

申

候

て

、

普

請

仕

立

毛

を

付

候

以

後

無

年

貢

之

年

賦

を

極

遣

し

、

普

請

入

用

相

応

に

無

年

貢

之

年

数

を

免

し

普

請

爲

致
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候

-
-
-
-

（

南

紀

徳

川

史

）

-
-
-
-

と

あ

る

が

、

こ

の

年

貢

を

と

ら

な

い

よ

う

に

要

求

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

最

後

に

「

傷

毛

御

見

分

被

成

候

事

」

に

つ

い

て

見

る

と

「

地

詰

申

候

所

々

郡

奉

、

元

禄

行

へ

時

々

申

渡

（

南

紀

徳

川

史

）

に

「

荒

場

所

極

り

有

之

分

は

竿

入

、

只

」

、

十

年

、

、

」

今

見

分

之

斗

代

を

附

惣

高

へ

可

結

荒

場

所

無

之

分

は

吟

味

之

上

可

爲

無

地

荒

事

と

見

え

て

い

る

。

し

か

し

見

分

は

実

際

上

余

り

行

わ

れ

な

か

っ

た

ら

し

く

「

御

免

、

定

も

先

年

よ

り

は

所

に

寄

り

一

倍

に

相

成

、

当

毛

荒

シ

御

見

分

無

御

座

-
-
-
-

（

南

」

中

一

奇

譚

）

と

あ

る

。

た

と

え

行

わ

れ

た

と

し

て

も

非

常

に

厳

し

く

「

旱

損

荒

改

、

之

儀

、

一

坪

に

二

合

よ

り

三

合

迄

荒

に

可

相

立

、

三

合

以

上

は

上

毛

に

可

相

立

、

一

ヶ

村

に

五

六

石

の

荒

は

願

出

候

て

も

改

不

申

筈

（

南

紀

徳

川

史

）

と

い

う

有

様

で

」

あ

っ

た

。

こ

う

し

た

中

に

あ

っ

て

、

百

姓

達

は

年

貢

を

少

く

す

る

消

極

的

な

抵

抗

を

示

し

て

き

た

。

当

年

は

稲

作

格

別

之

豊

熟

之

趣

に

有

之

、

所

に

寄

追

当

毛

荒

傷

毛

等

見

合

も

而

可

有

之

、

之

等

は

土

地

之

善

悪

に

不

拘

、

奸

曲

之

者

共

免

角

引

方

申

出

、

甚

敷

賄

賂

を

以

役

人

を

取

込

、

役

人

も

賄

賂

に

泥

み

不

当

之

引

ケ

方

致

候

儀

も

不

少

趣

、

全

く

年

来

の

流

弊

に

有

之

（

南

紀

徳

川

史

）

」

と

あ

る

の

は

檢

見

を

ご

ま

か

す

こ

と

が

多

か

っ

た

事

を

示

す

も

の

で

あ

り

、

又

、

遠

見

、

と

云

う

檢

見

の

方

法

、

つ

ま

り

遠

く

か

ら

眺

め

た

だ

け

で

収

穫

を

き

め

る

こ

と

す

ら

あ

っ

た

と

云

わ

れ

て

い

る

。

消

極

的

な

抵

抗

と

し

て

も

う

一

つ

あ

げ

ら

れ

る

の

は

、

畑

免

が

田

免

よ

り

低

い

こ

と

を

利

用

し

て

、

田

を

畑

に

す

る

、

田

返

、

が

行

な

わ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

從

っ

て

「

前

々

田

返

り

願

一

切

不

申

付

候

」

と

禁

じ

た

り

、

木

綿

を

作

る

者

に

対

し

て

「

田

方

に

作

候

木

綿

の

儀

は

、

作

人

勝

手

に

致

候

、

事

に

つ

き

、

木

綿

の

出

来

不

宣

候

て

も

、

前

々

よ

り

稲

毛

同

断

に

任

候

（

南

紀

徳

」
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川

史

）

と

強

い

態

度

を

示

し

て

い

る

。

し

か

し

「

木

綿

作

の

者

及

難

儀

、

近

年

は

、

木

綿

作

減

候

趣

に

相

聞

へ

候

、

自

今

田

方

に

作

候

木

綿

不

宣

敷

年

は

吟

味

の

上

、

切

分

け

免

申

付

候

筈

に

候

」

と

あ

っ

て

、

〝

切

分

け

免

〟

と

云

う

特

別

な

措

置

が

と

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

こ

う

し

た

措

置

が

行

な

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

木

綿

栽

培

の

不

安

定

性

に

よ

る

も

の

だ

ろ

う

が

、

そ

の

有

利

的

性

に

対

す

る

領

主

的

関

心

か

ら

発

す

る

も

の

と

し

て

も

「

作

人

勝

手

に

致

候

」

非

合

法

的

な

木

綿

栽

培

が

、

、

合

法

的

な

も

の

ま

で

高

め

ら

れ

て

来

た

こ

と

を

意

味

す

る

（

広

本

満

〝

那

賀

郡

の

。

綿

業

ー

幕

末

に

於

け

る

問

屋

制

家

内

工

業

に

つ

い

て

〟

未

発

表

研

究

）

こ

れ

ら

の

こ

と

は

、

ご

く

消

極

的

な

抵

抗

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

や

が

て

大

き

な

闘

爭

に

ま

で

発

展

す

る

隠

れ

た

力

で

あ

ろ

う

。

以

上

で

百

姓

の

要

求

に

つ

い

て

の

考

察

を

終

え

る

が

、

こ

れ

ら

の

要

求

は

最

初

か

ら

ま

と

ま

っ

た

形

で

出

た

も

の

で

は

な

く

、

多

く

の

百

姓

達

を

一

揆

に

巻

こ

ん

で

ゆ

く

過

程

で

、

共

通

の

要

求

と

な

っ

て

現

わ

れ

て

来

た

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

和

歌

山

へ

荒

れ

下

る

一

揆

以

下

簡

単

に

一

揆

の

経

過

を

た

ど

っ

て

み

た

い

。

六

月

八

日

、

大

野

名

倉

・

伏

原

の

百

姓

達

に

よ

っ

て

各

村

に

一

揆

を

よ

び

か

け

た

が

、

ま

ず

米

の

安

売

り

を

拒

ん

だ

才

力

屋

長

右

衛

門

を

打

ち

壞

し

た

こ

と

に

始

ま

る

。

名

倉

の

米

屋

等

十

軒

・

大

野

村

米

屋

五

軒

・

名

倉

村

大

庄

屋

・

斈

文

路

村

肝

煎

二

軒

・

吉

原

村

米

役

の

家

々

・

小

田

村

・

伏

原

村

大

庄

屋

を

打

壞

し

、

七

ツ

頃

橋

本

に

入

り

、

橋

本

御

仕

入

役

所

を

散

々

に

壞

し

た

。

こ

こ

か

ら

二

手

に

分

れ

、

一

手

は

川

上

へ

壞

ち

登

り

、

赤

塚

村

大

庄

屋

・

庄

屋

・

肝

煎

な

ど

、

恋

野

村

・

上

夙

村

米

役

・

垂

井

村

・

中

下

村

・

赤

塚

村

・

中

島

村

米

役

・

妻

村

を

壞

し

廻

り

、

胡

麻

生

村

新

五

郎

・

小

原

村

紺

屋

・

米

屋

・

辻

村

林

又

二

郎
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・

橋

谷

村

嘉

兵

衛

・

慶

ヶ

野

米

役

・

紀

三

井

寺

峠

米

屋

・

米

屋

役

等

は

一

揆

に

酒

や

食

事

を

出

し

て

助

っ

て

い

る

。

そ

れ

か

ら

菖

蒲

谷

村

六

軒

・

山

田

村

庄

屋

・

山

塔

村

三

軒

・

楠

原

村

医

者

・

市

脇

村

杖

突

・

淨

土

寺

十

四

軒

・

中

組

大

庄

屋

・

入

郷

村

を

壞

し

て

い

る

。

川

下

へ

下

っ

た

一

揆

は

名

倉

村

を

壞

し

、

嵯

峨

谷

川

へ

向

か

っ

た

。

そ

こ

で

役

人

六

十

人

ば

か

り

と

出

合

い

、

役

人

側

が

「

此

度

百

姓

共

一

統

願

之

す

じ

有

之

由

、

我

々

聞

届

遣

す

べ

し

」

と

云

っ

た

の

で

、

百

姓

達

は

次

の

返

答

を

し

て

い

る

。

当

年

は

近

年

珍

敷

旱

に

て

、

其

上

米

ノ

値

段

格

別

高

値

ニ

而

難

儀

、

何

卒

他

国

御

明

ヶ

被

下

度

、

畑

地

田

成

ニ

相

成

故

下

へ

養

水

行

届

不

申

候

堰

方

嚴

敷

造

用

入

増

、

其

上

樋

留

被

仰

付

候

ニ

付

百

姓

一

統

難

儀

致

儀

、

御

免

定

も

先

年

よ

り

は

所

に

寄

り

一

倍

に

相

成

、

当

毛

荒

シ

御

見

分

無

御

座

、

御

仕

入

御

役

所

是

は

御

心

之

儘

成

御

取

斗

ひ

、

凶

年

に

は

百

姓

共

一

統

差

詰

り

困

窮

い

た

し

候

間

、

何

卒

御

慈

悲

を

以

右

願

之

通

御

聞

届

被

成

下

候

ハ

ヾ

一

統

難

在

奉

存

候

役

人

は

相

願

候

段

之

儀

、

我

々

早

速

引

返

し

、

若

山

表

に

言

上

及

び

、

右

願

ひ

相

叶

ひ

候

様

ニ

尤

も

取

斗

ひ

遣

間

、

此

分

引

取

可

申

、

押

荒

下

な

徒

黨

之

罪

遁

れ

而

バ

難

し

と

云

っ

た

け

れ

ど

も

、

百

姓

は

何

分

願

之

品

御

聞

届

無

之

内

、

何

れ

迄

も

罷

こ

し

引

取

申

間

敷

と

強

い

態

度

を

示

し

た

た

め

、

穴

伏

河

原

ま

で

下

っ

て

待

つ

様

に

約

束

し

て

早

駕

で

。

、
「

、

和

歌

山

に

向

っ

た

城

中

で

評

議

が

行

わ

れ

他

国

よ

り

悪

黨

共

不

意

に

入

こ

み

国

中

の

百

姓

を

動

か

し

、

其

虚

に

乘

じ

事

を

計

ら

ん

も

は

か

り

が

た

し

」

と

し

て

城

下

の

警

備

を

嚴

重

に

し

て

い

る

。

、

、

そ

の

間

に

も

一

揆

は

荒

れ

下

り

中

飯

降

村

歩

頭

・

木

綿

屋

・

酒

屋

等

を

打

壞

し

総

勢

二

万

五

六

千

人

と

な

っ

て

「

螺

貝

・

大

鞁

・

半

鐘

叩

立

々

鯨

波

を

掲

」

げ

て

、
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、

、

。

荒

れ

下

り

佐

野

村

酒

屋

・

島

村

庄

屋

・

紺

屋

等

を

碎

い

て

穴

伏

川

原

へ

向

っ

た

そ

こ

に

は

三

万

八

千

人

ば

か

り

が

集

ま

り

、

其

上

に

名

手

粉

河

の

者

が

加

わ

っ

て

約

五

万

人

に

な

っ

た

。

そ

れ

よ

り

名

手

に

向

い

、

名

手

村

人

を

馳

遲

参

之

村

々

惣

打

碎

と

申

蛹

れ

け

れ

ば

、

村

々

あ

わ

て

騒

江

而

て

取

物

も

取

あ

え

ず

庄

屋

・

肝

煎

人

足

引

連

、

我

も

我

も

と

馳

来

る

。

さ

れ

共

目

さ

す

大

將

と

し

て

は

な

し

と

雖

も

、

皆

々

々

手

を

突

キ

頭

を

下

ケ

、

何

村

益

□

御

味

方

に

参

上

仕

候

、

遲

参

之

罪

御

免

下

被

と

追

々

馳

加

わ

り

け

れ

ば

、

猶

？々

勢

強

く

な

っ

た

。

名

手

よ

り

粉

河

に

向

っ

た

一

揆

は

粉

河

之

人

気

荒

し

と

兼

て

石

打

抔

而

人

々

知

る

処

な

れ

ば

容

易

に

は

入

難

ハ

ニ

し

と

見

合

せ

い

る

所

ニ

、

か

し

ら

の

善

吉

鍛

冶

儀

其

外

数

十

人

粉

川

村

一

味

同

心

可

致

と

の

高

札

を

持

参

し

け

れ

ハ

、

此

上

心

置

処

な

し

と

入

り

こ

み

、

小

間

物

置

・

米

屋

等

を

打

壞

し

た

。

、

、

、

こ

こ

で

考

え

ね

ば

な

ら

な

い

の

は

こ

の

一

揆

が

農

民

の

み

で

な

く

町

の

商

人

。

、

貧

窮

人

を

も

巻

き

こ

ん

で

い

っ

た

こ

と

で

あ

る

飯

米

の

確

保

は

百

姓

に

と

っ

て

も

小

売

人

・

貧

窮

民

に

と

っ

て

も

共

通

の

願

い

で

あ

り

、

又

、

御

仕

入

方

の

專

売

に

よ

。

、

る

物

價

騰

貴

も

同

じ

こ

と

で

あ

っ

た

ろ

う

更

に

御

仕

入

方

に

よ

る

商

人

の

圧

迫

も

百

姓

一

揆

と

町

人

一

揆

を

結

び

つ

け

る

要

因

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い

。

こ

こ

に

、

こ

の

一

揆

が

〝

こ

ぶ

ち

騒

動

〟

と

言

わ

れ

た

理

由

も

あ

っ

た

。

一

揆

は

粉

河

町

で

八

塚

常

左

衛

門

に

米

一

石

四

十

目

に

売

る

事

を

要

求

し

、

実

行

さ

せ

た

。

一

揆

こ

こ

よ

り

本

道

と

根

来

街

道

に

分

れ

、

道

々

村

役

人

・

米

役

・

大

商

人

等

の

家

々

を

行

き

当

り

次

第

壞

し

な

が

ら

下

っ

た

。

本

道

を

下

っ

た

一

揆

は

、

六

月

十

一

日

岩

出

口

前

所

に

乱

入

し

て

打

ち

荒

し

、

小

倉

村

満

屋

へ

着

い

た

の

は

、

十

一

日

四

ツ

時

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

『

先

勢

三

万

斗

り

駅

に

掛

ん

と

せ

し

所

、

御

城

下

□

御

？

ニ

勘

定

奉

行

衆

下

條

伊

兵

衛

殿

同

心

廿

一

人

・

御

勘

定

吟

味

役

立

石

仙

五

郎

・

稲

原

三
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藏

御

三

人

、

此

度

何

れ

も

平

日

の

出

立

而

馬

打

乘

、

道

具

持

狹

箱

其

外

人

数

を

ニ

ニ

減

し

馳

ら

れ

、

御

書

付

数

通

を

指

出

し

、

此

度

百

姓

共

願

筋

聞

届

候

条

、

早

速

引

取

可

申

由

而

、

右

書

付

組

々

呼

出

し

被

渡

候

処

、

百

姓

共

此

書

付

見

て

印

形

も

な

き

ニ

御

書

付

頂

戴

し

て

何

か

は

せ

ん

と

御

書

付

を

ば

戻

し

、

無

之

詞

ニ

隙

取

ん

よ

り

益

ハ

と

』

更

に

吐

前

村

・

布

施

屋

村

を

打

壞

し

、

八

軒

屋

で

根

来

街

道

を

進

ん

だ

一

揆

と

合

流

し

、

十

一

日

八

ツ

に

地

藏

ノ

辻

に

到

着

し

た

の

で

あ

る

。

地

藏

ノ

辻

地

藏

ノ

辻

に

は

、

大

筒

二

挺

を

先

頭

に

す

え

、

後

に

大

筒

三

百

五

十

挺

、

和

歌

山

城

よ

り

繰

り

出

し

た

武

士

数

千

人

が

控

え

て

い

た

。

と

こ

ろ

で

〝

南

中

一

奇

譚

・

百

姓

一

揆

談

〟

の

文

を

比

べ

て

み

た

い

。

ま

ず

〝

南

中

一

奇

譚

〟

に

は

地

藏

ノ

辻

弓

手

馬

手

に

充

満

せ

し

一

揆

の

大

勢

追

々

に

荒

下

り

一

息

継

て

向

ふ

を

見

れ

ば

、

諸

役

人

衆

嚴

重

之

備

一

目

余

り

初

て

驚

く

。

諸

役

人

衆

も

暫

く

ニ

相

扣

へ

た

る

時

、

御

目

付

伊

達

数

馬

・

町

奉

行

土

生

広

右

衛

門

・

御

目

付

宮

寺

田

勇

吉

三

人

、

何

れ

も

御

供

廻

り

を

退

け

其

身

斗

諸

勢

之

中

進

寄

出

、

馬

江

ミ

よ

り

下

り

床

机

掛

り

扇

を

揚

て

大

勢

を

招

き

、

鎮

れ

鎮

れ

と

呼

ハ

リ

け

れ

共

ニ

百

姓

共

暫

し

鳴

を

鎮

め

る

折

か

ら

、

右

三

人

の

内

土

生

殿

一

人

陣

笠

脱

捨

、

床

机

を

放

れ

。

一

揆

共

に

向

ひ

、

今

年

ハ

万

而

旱

魃

之

折

柄

一

統

難

儀

ニ

及

ぶ

と

先

達

承

知

は

致

す

と

雖

も

、

猶

其

品

遠

慮

な

く

申

へ

し

、

余

一

命

に

か

へ

て

而

取

扱

遣

す

べ

し

と

被

申

け

れ

ば

、

一

揆

の

内

中

年

の

百

姓

膝

を

折

て

申

け

る

は

、

左

様

被

仰

聞

御

方

様

は

何

れ

様

而

候

哉

と

尋

け

る

。

其

時

、

余

は

御

城

下

町

ニ

奉

行

土

生

広

右

衛

門

也

。

郷

中

之

儀

は

余

預

り

な

ら

ず

共

、

諸

人

之

難

儀

見

る

に

忍

ず

。

今

日

諸

役

人

ニ

抜

ん

で

其

子

細

を

導

也

。

猶

又

御

城

下

一

足

も

参

江

る

事

罷

成

ら

ず

。

御

手

当

見

よ

と

在

け

け

れ

ば

、

百

姓

共

平

伏

し

、

左

様

な

ら
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ば

と

一

通

の

願

書

を

懷

中

□

取

出

し

是

を

差

上

候

。

其

文

言

ニ

曰

（

註

、

前

掲

？

に

付

略

す

）
。

右

之

書

付

土

生

広

右

衛

門

受

取

披

見

し

て

被

申

け

る

は

、

別

紙

願

之

品

承

知

せ

し

む

。

今

日

馬

継

お

い

て

、

御

上

□

御

書

付

相

渡

候

処

、

印

形

無

之

、

一

統

？

ニ

不

心

得

趣

相

聞

候

共

、

都

而

上

□

御

下

ケ

之

印

形

無

御

事

候

は

之

有

。

？

譬

印

形

無

之

迚

、

偽

之

間

安

心

可

致

と

御

書

付

読

聞

せ

、

猶

写

し

御

下

ケ

ニ

付

一

統

難

在

相

鎮

り

け

り

。

百

姓

共

御

下

書

附

写

し

江

一

、

他

所

米

之

儀

は

、

、

南

龍

院

様

御

代

□

之

事

ニ

候

得

共

米

値

段

高

値

之

節

は

勿

論

可

免

遣

事

？

御

下

紙

ニ

最

早

此

節

差

免

し

候

と

の

事

。

一

、

御

仕

入

方

之

事

一

、

古

荒

起

之

事

一

、

田

成

之

事

一

、

傷

毛

之

事

右

七

ヶ

条

共

難

儀

に

不

相

成

様

斗

可

遣

候

間

、

難

儀

之

条

々

可

認

出

事

一

、

免

合

之

事

南

龍

院

様

御

代

之

通

被

成

下

候

様

と

の

願

聞

届

候

間

、

其

節

之

免

合

荒

高

等

書

付

被

差

出

事

斯

之

如

く

御

書

付

写

し

組

々

之

百

姓

江

御

渡

在

之

候

へ

共

、

一

統

難

有

奉

存

候

と

皆

々

大

地

江

平

伏

し

鎮

返

り

て

在

け

れ

ど

、

其

時

土

生

殿

申

さ

れ

け

る

は

、

其

方

共

願

之

品

々

聞

届

、

写

し

御

下

ケ

被

下

候

上

は

一

統

申

分

有

間

敷

、

尤

、

上

ハ

清

直

ニ

に

し

て

万

民

を

憐

ミ

思

召

之

事

御

子

之

如

く

、

其

方

共

か

妻

子

を

お

も

ふ

上

下

の

差

別

有

り

と

い

へ

共

、

別

而

替

る

事

な

し

。

又

当

年

旱

魃

と

は

云

な

が

ら

、

是

天

之

災

の

な

す

所

也

。

上

も

諸

神

諸

佛

へ

御

祈

祷

在

て

、

聊

ニ

も

御

如

才

無

之

苦

労

思

召

事

限

な

し

。

只

此

上

は

一

刻

も

早

旧

里

へ

引

取

農

ニ

業

油

断

な

く

相

動

き

無

事

成

妻

子

に

も

安

堵

さ

す

べ

し

、

猶

又

引

取

之

道

筋

随
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ふ

ん

神

妙

致

し

、

が

さ

つ

成

振

舞

い

た

す

べ

か

ら

ず

、

と

子

児

ニ

云

聞

す

如

ニ

く

被

申

し

か

ば

、

土

生

氏

之

仁

徳

を

か

ん

じ

恐

入

、

皆

々

難

有

思

ひ

一

礼

を

の

べ

て

六

月

十

一

日

七

ツ

頃

皆

々

旧

里

之

村

々

江

引

取

け

る

。

次

に

〝

百

姓

一

揆

談

〟

に

は

御

城

下

の

四

方

八

方

海

陸

と

も

嚴

重

に

御

備

へ

遊

さ

れ

、

寄

来

る

大

勢

待

掛

け

れ

ば

、

何

に

も

知

ら

ぬ

大

胆

不

敵

の

百

姓

原

、

え

い

え

い

声

に

て

押

く

る

を

、

土

生

広

右

衛

門

殿

馬

乘

り

出

し

、

同

心

に

堀

三

藏

三

間

柄

の

大

身

の

鎗

り

う

り

う

と

打

振

り

、

寄

来

大

勢

を

四

方

へ

さ

っ

と

お

っ

ひ

ら

き

寄

ら

ば

突

ん

と

構

へ

し

勢

威

儀

勃

然

と

あ

た

り

を

は

ら

ふ

て

み

え

け

れ

ば

、

百

姓

共

は

□

□

は

い

の

う

笠

抜

捨

て

、

大

地

へ

は

つ

と

蹲

踞

る

。

其

時

土

生

広

右

衛

門

殿

雲

霞

の

こ

と

き

百

姓

原

に

打

向

ひ

、

其

方

共

恐

多

も

御

法

度

を

相

背

き

、

徒

黨

を

企

、

剰

御

城

近

推

出

事

言

語

道

断

不

届

至

極

也

。

岩

手

て

喰

留

飛

道

具

を

以

鏖

に

す

る

は

安

け

け

ど

、

御

上

様

に

は

只

親

に

子

の

ニ

甘

事

恨

に

思

召

れ

、

御

仁

心

御

慈

悲

を

以

只

今

は

免

也

。

其

方

共

願

之

通

追

て

致

出

す

べ

く

間

、

早

々

引

取

れ

や

っ

と

大

音

に

呼

ば

れ

ば

、

数

万

の

百

姓

頭

に

大

雷

の

落

か

ヽ

る

如

く

、

御

備

へ

の

嚴

重

戒

に

、

鎗

長

刀

の

目

に

映

し

て

か

う

か

う

た

る

に

気

も

魂

も

奪

わ

れ

て

、

一

言

一

句

も

出

は

こ

そ

大

地

へ

は

っ

と

平

伏

し

て

有

難

涙

を

流

し

、

皆

々

御

代

万

代

う

た

い

つ

つ

悦

び

方

、

在

所

々

々

へ

引

取

し

は

目

出

か

り

け

る

次

第

也

。

右

之

節

、

何

者

か

し

た

り

け

ん

地

藏

の

柱

に

六

道

み

ち

び

く

地

藏

の

辻

な

れ

ど

し

ゆ

う

の

ち

ま

た

に

迷

う

大

勢

可

笑

し

か

り

け

る

落

首

な

り

。

「

」

、

今

一

つ

の

史

料

〝

甲

子

夜

話

〟

に

採

録

さ

れ

て

あ

る

久

居

藩

密

使

の

聞

書

に

は

十

二

日

未

之

刻

頃

、

御

家

老

三

浦

長

門

守

様

代

り

御

同

人

御

子

息

初

山

鳥

（

高
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力

）

周

防

守

殿

・

山

中

筑

後

守

殿

・

取

次

に

因

幡

三

藏

其

外

諸

役

人

凡

三

百

人

計

り

に

て

御

出

張

、

取

次

三

藏

よ

り

高

声

而

被

聞

候

は

、

願

敷

筋

有

之

は

其

ニ

儀

相

認

可

差

出

と

有

之

候

処

、

願

之

ケ

条

に

一

、

免

合

之

事

一

、

荒

高

之

事

一

、

新

田

高

盛

之

事

一

、

諸

色

御

仕

込

之

事

一

、

痛

毛

之

事

右

五

ヶ

条

之

儀

は

、

御

先

祖

南

龍

院

様

御

時

節

之

通

に

被

仰

付

度

旨

申

上

候

処

、

願

之

処

御

聞

届

之

趣

に

而

、

其

時

節

之

免

合

並

荒

高

等

書

出

、

追

々

村

々

可

指

出

と

被

仰

渡

候

に

付

、

百

姓

共

不

残

引

取

申

候

。

尤

紀

州

之

儀

は

是

迄

他

国

よ

り

米

買

入

儀

は

不

相

成

、

出

候

儀

は

勝

手

次

第

之

処

、

此

度

出

入

勝

手

次

第

に

相

成

、

橋

本

村

に

而

水

騒

動

迄

は

、

米

一

升

に

付

代

銀

七

分

六

七

厘

に

御

座

候

処

、

只

今

に

て

は

代

銭

丁

五

十

に

相

成

候

。

こ

の

三

つ

の

史

料

の

う

ち

ど

れ

が

真

実

に

最

も

近

い

の

で

あ

ろ

う

か

「

大

地

へ

は

。

っ

と

平

伏

し

て

有

難

涙

を

流

し

、

皆

々

御

代

万

才

う

た

い

つ

ヽ

」

村

々

へ

引

取

っ

た

と

い

う

〝

百

姓

一

揆

談

〟

は

、

少

な

く

と

も

こ

の

場

に

ふ

さ

わ

し

く

な

い

も

の

と

云

え

る

だ

ろ

う

。

関

山

氏

は

、

町

奉

行

に

す

ぎ

な

い

土

生

広

右

衛

門

が

要

求

に

即

答

す

る

筈

は

な

く

、

翌

十

二

日

に

三

浦

長

門

守

の

嗣

子

が

代

理

と

し

て

派

遣

さ

れ

た

と

書

い

て

い

る

。

し

か

し

農

民

達

の

要

求

が

既

に

嵯

峨

谷

川

で

役

人

に

伝

え

ら

れ

、

城

中

で

評

議

し

て

お

り

、

そ

の

返

答

に

印

形

が

な

い

と

満

屋

村

で

突

き

返

さ

れ

た

事

よ

り

考

え

る

と

、

即

答

も

可

能

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

〝

南

中

一

奇

譚

〟

の

記

事

も

う

な

ず

け

る

も

の

が

あ

る

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、

い

ず

れ

の

史

料

も

各

々

あ

る

立

場

に

立

っ

て

い

る

た

め

、

こ

の

場

面

を

み

て

い

た

地

藏

さ

ん

が

そ

れ

を

語

ら

ぬ

以

上

、

今

は

そ

れ

を

明

ら

か

に

す

べ

く

も

な

い

。

と

に

か

く

、

一

揆

は

こ

う

し

て

終

っ

た

。

そ

し

て

百

姓

達

の

要

求

は

大

体

受

け

入

れ

ら

れ

た

と

云

え

よ

う

。

橋

本

御

仕

入

方

は

、

同

所

之

儀

者

人

気

甚

不

宣

付

、

御

仕

入

方

出

張

所

此

節

引

取

ら

せ

度

、

依

て

別
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段

之

御

殿

預

り

被

仰

付

候

様

に

と

文

政

七

申

年

十

月

頭

取

よ

り

之

内

存

進

達

之

処

、

翌

八

酉

年

二

月

許

可

あ

り

、

依

て

同

年

三

月

御

代

官

へ

引

渡

し

、

諸

役

人

共

六

日

に

引

払

ひ

（

南

紀

徳

川

史

）

、

、

。

と

い

う

結

果

に

な

っ

て

他

所

米

の

輸

入

も

許

さ

れ

て

百

姓

達

の

勝

利

と

な

っ

た

だ

が

問

題

は

年

貢

軽

減

の

項

目

で

、

果

し

て

ど

れ

だ

け

実

行

さ

れ

た

か

が

わ

か

ら

な

い

。

処

刑

3

藩

で

は

直

に

〝

盗

賊

〟

を

召

捕

に

出

発

し

、

各

村

々

で

捕

え

た

者

を

粉

河

で

吟

味

し

て

、

召

捕

縄

付

三

十

七

人

は

和

歌

山

へ

、

手

沓

五

人

組

預

り

は

其

村

へ

預

け

た

。

北

島

よ

り

橋

本

ま

で

の

間

で

召

捕

へ

ら

れ

た

人

数

は

二

百

八

十

人

余

で

、

和

歌

山

大

牢

に

假

牢

を

建

て

ヽ

収

容

し

た

。

処

刑

は

六

月

廿

七

日

よ

り

始

ま

っ

た

（

〝

百

姓

。

一

奇

談

〟

で

は

七

月

九

日

八

軒

家

と

な

っ

て

い

る

）

以

下

処

刑

者

の

名

を

示

す

と

、

六

月

廿

七

日

、

田

井

之

瀬

御

仕

置

場

ニ

而

打

首

之

上

獄

門

十

貳

人

名

前

左

之

通

伊

都

郡

名

倉

村

大

工

仙

藏

・

同

村

利

兵

衛

、

上

那

賀

西

野

村

孫

三

郎

、

同

郡

市

場

村

次

郎

吉

、

橋

本

組

橋

谷

村

勇

次

郎

、

那

賀

郡

西

野

村

金

助

、

伊

都

郡

佐

野

村

新

介

、

外

廿

五

人

打

首

斗

ニ

而

礼

無

也

。

名

前

略

之

伊

都

郡

佐

野

村

皮

田

源

左

衛

門

、

那

賀

黒

土

村

久

米

藏

、

同

郡

三

谷

村

政

太

郎

、

同

郡

古

和

田

村

皮

田

吉

兵

衛

・

同

儀

左

衛

門

、

今

一

人

名

前

不

知

こ

の

氏

名

以

外

に

、

北

島

一

揆

の

伊

勢

右

衛

門

等

六

名

、

六

月

十

七

日

有

田

郡

宮

原

組

一

揆

の

十

人

を

入

れ

て

、

合

計

三

十

三

人

が

処

刑

さ

れ

て

い

る

。

彼

等

は

全

て
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「

」

、

。

盗

賊

相

働

候

付

捕

え

ら

れ

た

と

さ

れ

て

い

て

徒

黨

の

罪

に

問

わ

れ

て

い

な

い

こ

の

一

揆

の

原

動

力

に

な

っ

た

の

が

彼

等

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

だ

ろ

う

し

、

だ

か

ら

こ

そ

〝

盗

賊

〟

の

汚

名

を

か

ぶ

せ

て

処

刑

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

〝

百

姓

一

揆

談

〟

に

は

一

人

一

人

の

罪

状

を

記

し

て

い

る

が

、

次

の

様

で

あ

る

。

其

方

儀

徒

黨

に

加

わ

り

所

々

打

碎

、

右

場

所

に

て

色

品

盗

取

候

始

末

、

不

届

至

極

に

付

、

家

財

欠

所

之

上

死

罪

申

付

者

也

。

更

に

「

元

は

海

士

郡

加

太

浦

長

兵

衛

倅

長

藏

「

藝

州

出

産

、

当

時

伊

都

郡

は

ら

谷

」

村

に

て

假

住

居

勇

次

郎

「

大

工

仙

藏

「

上

那

賀

郡

粉

河

村

無

宿

当

時

池

田

組

三

」

」

谷

村

、

源

四

郎

下

人

数

太

郎

」

な

ど

記

さ

れ

て

い

る

の

は

、

一

揆

の

原

動

力

が

名

主

百

姓

で

は

な

く

、

よ

り

下

の

階

層

の

者

で

あ

っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

特

に

注

意

を

惹

く

の

は

、

伊

都

郡

名

倉

組

仙

藏

三

十

一

才

・

同

利

兵

衛

三

十

四

才

の

場

合

で

あ

る

（

百

姓

一

揆

談

）

。

其

方

儀

同

村

申

合

西

福

寺

門

前

に

て

寄

合

同

村

米

屋

を

打

碎

、

追

々

人

数

集

り

橋

本

村

御

仕

入

方

役

所

を

打

碎

、

岩

出

番

所

を

も

打

碎

、

其

上

御

城

下

迄

所

々

頭

取

打

碎

候

始

末

、

重

々

不

届

至

極

に

付

斬

罪

梟

首

申

付

者

也

。

こ

の

罪

状

よ

り

見

れ

ば

、

こ

の

二

人

が

首

謀

者

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

首

謀

者

と

云

っ

て

も

表

面

に

は

余

り

出

ず

「

目

ざ

つ

太

將

と

て

は

な

し

」

と

書

か

れ

て

い

る

様

な

存

在

で

あ

っ

た

ら

し

い

。

こ

れ

ら

の

処

刑

者

は

裕

々

と

死

に

つ

い

た

。

料

の

数

数

重

な

り

し

数

太

郎

命

の

数

の

な

き

ど

悲

し

き

〝

百

姓

一

揆

談

〟

と

狂

歌

を

詠

ん

で

死

ん

で

い

っ

た

と

伝

え

ら

れ

る

下

人

数

太

郎

の

態

度

は

、

一

揆

の

最

後

を

か

ち

と

っ

た

者

の

最

後

に

ふ

さ

わ

し

い

も

の

で

あ

ろ

う

。
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三

、

あ

と

が

き

私

達

の

祖

先

は

、

自

分

達

の

幸

福

を

奪

う

者

と

堂

々

と

戦

っ

た

「

柱

を

伐

瓦

を

。

飛

し

、

諸

道

具

を

打

碎

き

衣

類

を

引

裂

き

、

火

ち

り

め

ん

織

物

類

を

引

裂

」

い

た

一

揆

も

「

金

箪

笥

を

打

碎

て

壱

歩

小

判

を

歩

小

判

を

蒔

散

し

け

れ

共

、

唯

在

て

南

鐐

、

壱

歩

拾

ふ

者

も

な

」

か

っ

た

の

で

あ

る

「

少

し

而

も

金

銀

に

目

懸

る

者

は

打

殺

さ

。

ん

」

と

約

束

し

、

又

「

印

形

も

な

き

御

書

付

頂

戴

し

て

何

か

は

せ

ん

と

御

書

付

を

は

戻

し

」

た

百

姓

の

態

度

は

、

単

な

る

一

揆

で

は

な

か

っ

た

こ

と

を

思

わ

せ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

、

、

。

地

藏

ノ

辻

の

地

藏

さ

ん

は

今

も

昔

も

変

ら

ぬ

姿

で

自

分

達

を

見

守

っ

て

い

る

し

か

し

、

そ

の

前

で

武

士

と

堂

々

と

対

決

し

た

百

姓

達

の

血

と

汗

と

涙

の

歴

史

を

知

る

者

は

少

な

い

。

こ

の

〝

覺

書

〟

は

史

料

の

関

係

か

ら

、

ご

く

表

面

だ

け

の

一

揆

を

調

べ

た

に

過

ぎ

な

い

け

れ

ど

も

、

歴

史

教

育

の

面

に

い

く

ら

か

で

も

役

立

て

ば

幸

い

で

あ

る

。

そ

の

場

合

「

百

姓

一

揆

よ

い

こ

と

だ

」

と

か

「

い

や

悪

い

こ

と

だ

」

と

云

う

よ

り

は

「

な

ぜ

起

っ

た

の

だ

ろ

う

「

祖

先

の

願

い

は

何

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

」

、

」

と

考

え

、

そ

の

〝

願

い

〟

を

〝

現

実

〟

に

し

て

ゆ

く

た

め

に

は

ど

う

す

れ

ば

い

ヽ

の

か

を

考

え

よ

う

。

「

、

」

。

私

達

は

今

自

分

達

は

仲

間

じ

ゃ

な

い

か

話

あ

お

う

じ

な

い

か

と

よ

く

云

う

こ

れ

こ

そ

私

達

の

〝

願

い

〟

や

〝

夢

〟

を

〝

現

実

〟

の

も

の

に

す

る

大

き

な

力

で

あ

る

こ

と

を

、

子

供

達

に

も

考

え

さ

せ

、

私

達

自

身

も

考

え

ね

ば

な

る

ま

い

。

城

下

町

の

名

残

り

を

と

ヾ

め

て

い

る

古

い

傾

い

た

家

々

を

前

に

地

藏

ノ

辻

の

地

藏

、

、

。

さ

ん

は

今

日

も

赤

い

頭

巾

を

か

ぶ

り

赤

い

前

掛

赤

い

袋

を

つ

け

て

立

っ

て

い

る

そ

こ

に

祖

先

の

輝

か

し

い

歴

史

と

今

の

人

人

の

心

か

ら

の

願

い

を

見

ら

れ

は

し

な

い

だ

ろ

う

か

。
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附

記
夏

休

み

も

終

り

に

せ

ま

っ

た

頃

慌

て

て

ま

と

め

ま

し

た

。

こ

れ

を

書

く

た

め

に

参

考

に

さ

せ

て

頂

い

た

研

究

を

さ

れ

た

方

々

に

厚

く

御

礼

を

申

上

げ

る

と

共

に

、

私

達

の

〝

町

の

歴

史

〟

を

書

い

て

ゆ

く

勉

強

に

、

力

を

か

し

て

下

さ

る

様

お

願

い

い

た

し

ま

す

（

一

九

五

五

、

八

、

三

一

）

。

、
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後

記

、

、

、

本

稿

は

昭

和

三

十

年

十

二

月

一

日

河

出

書

房

発

行

民

主

主

義

科

斈

者

協

会

編

集

「

歴

史

評

論

」

一

九

五

五

年

一

〇

・

一

一

月

号

に

収

録

さ

れ

て

い

る

。

右

雜

誌

を

日

高

高

等

斈

校

書

記

、

谷

口

幸

雄

氏

か

ら

借

用

し

て

之

を

写

す

。

昭

和

三

十

五

年

九

月

十

一

日

写

了

清

水

長

一

郎

活

字

化

を

終

わ

っ

て

、

（

）

、

紀

州

藩

で

も

農

民

一

揆

が

あ

っ

た

事

は

知

っ

て

い

た

が

文

政

年

間

藩

主

治

宝

に

旱

魃

か

ら

紀

ノ

川

・

有

田

川

流

域

で

こ

の

様

な

大

規

模

な

一

揆

が

あ

っ

た

こ

と

は

知

ら

な

か

っ

た

『

和

歌

山

県

の

歴

史

に

も

解

説

さ

れ

て

い

る

。

』
（

山

川

出

版

社

・

二

〇

〇

四

）

が

、

こ

の

文

献

は

さ

ら

に

詳

し

く

調

査

さ

れ

て

い

る

。

父

の

残

し

た

史

料

の

整

理

を

進

め

て

い

る

が

、

ま

だ

勉

強

不

足

を

痛

感

し

た

次

第

で

あ

る

。

く

清

水

章

博

平

成

十

六

（

二

〇

〇

四

）

年

十

一

月

十

七

日

JU
ST

SY
ST

E
M

V
er.12

for
W
in
dow

s
98

&
M
e

使

用

ワ

ー

プ

ロ

ソ

フ

ト

「

一

太

郎

」


