
291170.飢鎧は天災だけで起こるのか

き

き
ん

て
ん
さ
い

飢

笹

は
天

災

だ
け
で
起
こ
る
の
か

てんばう

こうしゅう
ひゃくレよういつき

●
天
保
の
大
飢
笹
と
甲
州
の
百
姓

一
摸

渡
辺

尚
志

(
一
橋
大
学
助
教
授
)

さ
よ
う
ほ
う

だ
い

き

き
ん

一
七
三
二
年

(
享

保

一

七
)
は

大

飢

笹

の

年
で
し
た
｡
六
月
初
め

(旧
暦
)
に
は

ゥ
ン
カ
が
食
べ
つ
く
し
た
米

梅

雨

空
は

】
段
落
し
ま
し
た
が
､
涼

し

い
日
が
続
い
て
な
か
な
か
暑
-
な
り
ま
せ

つ
ゆ

すず

そ
ろ

あ
ん

')よJt1

ん
で
し
た
｡
そ
れ
が
六
月
中
旬
か
ら
急
に
暑
-
な
り
､
虫
害
が
発
生
し
や
す
い
条
件
が

揃

い

ま
し
た
｡
案

の

定

'

ま
ず

じゅうえ
き

カ

九
州
に
ウ
ン
カ
が
発
生
し
ま
し
た
｡
ウ
ン
カ
と
は
体
長

一
セ
ン
チ
以
下
の
小
さ
な
虫
で
'
稲
の

汁

液

を

吸

っ
て
枯

ら
す

せ
つけ
ん

害
虫
で
す
｡
こ
の
ウ
ン
カ
が
'
し
だ
い
に
四
国
､
中
国
か
ら
近
畿
地
方
ま
で

席

捲

し
て
い
き
'
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
､

稲
が
食
い
荒
さ
れ
て
大
飢
摩
と
な
り
ま
し
た
｡

だ
いみ
よ
う

は
ん

こ
の
飢
笹
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
大

名

は

､
九
州

･
四
国

･
中
国

･
近
畿
で
計
四
六

藩

に

お
よ
び
'
こ
れ
ら
諸
藩

の
過
去
五
年
間
の
平
均
収
穫
高
二
三
六
万
石
に
対
し
て
､

一
七
三
二
年
の
収
穫
高
は
六
二
万
八
千
石
に
過
ぎ
ず
､
平
年

が
し

と
くが
わじ
つ
き

の
三
割
弱
の
収
穫
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
こ
の
年
の
餓
死
者
の
数
は
徳
川
家
の
正
史
で
あ
る

『徳
川
実
記
』
に
よ

れ
ば
九
六
万
九
九

〇
〇
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ふ

さ
く

き
ょ
う
さ
く
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病
虫
害
な
ど
の
自
然
災
害
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
｡
と
り
わ
け
､
冷
害
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
が
多
-
､
東
北
地
方
が
最
も

こうむ

き

き
ん

て
ん
め
い

多
-
の
被
害
を
被
り
ま
し
た
｡
ま
た
'
近
世
最
大
の
飢

笹

で

あ
る

天

明

の

大
飢
犀
は
､

一
七
八
三
年

(天
明
三
)
に
群

あ
さ
ま

か
ぎ
んば
い

こ

馬

･
長
野
県
境
の
浅
間
山
が
大
噴
火
を
お
こ
し
て
近
辺
の
広
大
な
地
域
に
火

山

灰

を

降
ら
せ
た
た
め
に
'
農
作
物
が
枯

し

誉
昏

死
し
､
ま
た
'
空
気
中
に
舞
い
上
が
っ
た
火
山
灰
が
日
光
を

遮

っ

て
気
温
を
下
げ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
で
す
｡

じ
ん
さ
い

し
か
し
'
近
世
の
飢
笹
の
原
因
を
天
災
に
の
み
求
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
｡
飢
笹
は

人

災

と

し
て
の
側
面
を
兼

は
た
もと

じ
し
や

ね
備
え
て
い
た
の
で
す
｡
す
な
わ
ち
'
近
世
に
は
全
国
が
幕
府
領

･
大
名
領
･
旗

本

領

･寺
社

領

な
ど
に
分
割
さ
れ
'

各
大
名
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
領
域
内
の
こ
と
の
み
を
考
え
て
政
治
を
行

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
'
飢

が
し

思
う'3よう

れ
いた
ん

笹
の
際
に
も
自
領
内
で
餓

死

者
を
出
さ
な
い
こ
と
を
第

1
義
的
に
考
え
て
､
他
領
の

窮

状

に

は
わ
り
と

冷

淡

で

し
た
｡

こく
ど
め

ば
ん
し
よ

飢
産
に
な
る
と
'
ど
の
大
名
も

穀

留

と

い
っ
て
他
領

へ
の
米
穀
移
出
を
禁
じ
､
自
領
と
他
領
の
境
に
は

番

所

を

設
置

し
て
､
米
の
移
出
に
目
を
光
ら
せ
ま
し
た
｡
そ
の
た
め
に
､
食
料
不
足
の
地
域
に
対
し
て
､
余
裕
の
あ
る
地
域
か
ら
緊

4)ようさく

急
に
食
料
を
輸
送
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
に
-
く

そ
れ
が
凶
作
の
被

害
を
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
に
し
た
の
で
す
｡
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鍾

闘
い
の
方
向
も
､
農
業
技
術
の
改
良

と

と
も
に
'
飢
笹
を
生
み
出
す
社
会
的
条

ひゃくしょうい
つ
き

件
の
除
去
に
も
向
け
ら
れ
ま
す
｡
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

百

姓

一

按

で
す
｡

て
んぼ
う

こ
こ
で
は
､

1
八
三
六
年

(天
保
七
)
の

天

保

の
大
飢
健
に
際
し
て
起
こ
っ

か
い

た
甲
斐
国

(山
梨
県
)
の
大
百
姓

一
挟
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ま
す
｡

つ
る

ぐ
ん
な
い

一
八
三
六
年
八
月

一
七
日
'
甲
斐
国
都

留

郡
(
郡

内

地

方
と
通
称
さ
れ
て
い

さんか ひんしゆかいりょう
B]近世の民衆は飢音量の惨禍に受動的に甘んじていたわけではなく､品種改良によって冷害に強

げい ゆ gl
い稲の品種を作り出していった｡また､鯨油を田の水面に撒いて､その上に稲についたウンカ

ちつそく
を払い落とし､ワンカを窒息させて殺すことも行われた｡



て
ん
ぽ
う

だ
い

き

き
ん

べ
い

か

こ
う
と
う

べ
い
こ
-

ほ
う

き

ま
し
た
)
の
農
民
た
ち
は
､
天

保

の

大

飢

鰹

に

よ
る

米

価

高

騰

に

た
ま
り
か
ね
て
､
米

穀

安

売
り
を
要
求
し
て

蜂

起

し

こう
レゆうてんぼ
う
いつ
き

ぐんな
いそうど
う

ま
し
た
｡
甲

州

天

保

一

挟

(
郡

内

騒

動
)

の
始
ま
り
で
す
｡
郡
内
地
方
は
甲
斐
国
東
部
の
山
間
地
帯
で
'
米
穀
生
産
量

さようさく

が
少
な
か
っ
た
た
め
'
凶

作

の

影
響
を
も
ろ
に
受
け
た
の
で
し
た
｡

へい
さ

し
か
し
､
こ
こ
で
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
､
郡
内
地
方
は
閉
鎖
的

･
自
給
自
足
的
な
遅
れ
た
山
村
地
帯
で
は
な
か
っ

き
ぬおりも
の

た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
郡
内
の
百
姓
た
ち
は
､
田
地
の
不
足
を
補
う
た
め
に

絹

織

物

業

を
発
達
さ
せ
'
郡
内
絹
は
当
地

こう
レゆうど
うちゅう

の
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
ま
た
､
彼
ら
は
郡
内
を
通
る

甲

州

道

中

の
交
通
運
輸
労
働
や
'
林
業
な
ど
か
ら
も
現

く
にな
か

は
ん
ま
い

金
収
入
を
得
て
い
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
金
で
'
国

中

地

方

(甲
斐
国
中

･
西
部
)
の
村
々
や
隣
国
か
ら
飯
米

を
購
入
し
て
い
ま
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
近
世
中
後
期
に
な
る
と
'
全
国
的
な
商
品

･
貨
幣
経
済
の
発
展
の
波
は
山
間
地

帯
を
も
巻
き
込
ん
で
い
た
の
で
す
｡

こ
う
し
た
状
況
下
で
起
こ
っ
た
天
保
の
大
飢
摩
に
よ
り
､
米
価
は
高
騰
し
､
そ
れ
に
加
え
て
米
の
輸
送
量
が
減
っ
た

た
め
に
'
交
通
運
輸
労
働
に
よ
る
現
金
収
入
の
機
会
が
減
少
し
ま
し
た
｡
さ
ら
に
飢
優
と
も
な
れ
ば
食
べ
る
こ
と
が
最

優
先
で
､
着
る
も
の
に
ま
で
手
が
回
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
､
絹
織
物
の
価
格
が
下
落
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
郡
内
の

こんさゆう

農
民
た
ち
の
生
活
は

困

窮

し

ま
し
た
｡
そ
こ
で
'
彼
ら
は
つ
い
に
立
ち
上
り
､
郡
内
に
米
を
供
給
し
て
い
た
国
中
地
方

東
部
村
々
の
米
穀
商

･
豪
農
の
う
ち
､
買
い
占
め
'
売
り
惜
し
み
を
し
て
い
た
者
た
ち
を
打
ち
こ
わ
し
た
の
で
す
｡

以
上
み
た
よ
う
に
'
飢
健
と
百
姓

一
操
と
は
強
い
関
連
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
､
そ
の
関
連
性
の
中
身
は
'
生

が
し

せ
と
ぎ
わ

ほう
き

産
力
が
低
-
自
給
的
な
生
活
を
し
て
い
た
地
方
の
農
民
た
ち
が
餓

死

の
瀬

戸

際

で

蜂

起

し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
､
商

品

･
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
､
特
産
物
を
販
売
し
て
食
料
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
農
民
た
ち
が
米
穀
の

安
売
り
を
も
と
め
て
立
ち
上
っ
た
と
い
う
も
の
で
し
た
.
近
世
中
後
期
の
百
姓

1
挟
の
多
-
は
'
甲
州
天
保

1
挟
の
よ

う
に
,
商
品

･
貨
幣
経
済
の
一
定
の
展
開
を
前
提
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
｡

こうレゆう

い
っ
き

で
は
､
甲
州
天
保

一
操
の
そ
の
後
の
展
開
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
｡
八
月

一
七
日
に
決
起

l
僕
の
展
開

し
た
耶
郎
地
方
の
一
挟
勢
は
,
二
二
日
に
は
猷
胡
地
方
東
部
の
打
ち
こ
わ
し
を
終
え
て
郡
内
に
引
き

む
しゆく
にん

こう

あ
げ
ま
す
｡
し
か
し
､

一
漢
は
こ
れ
で
終
わ
る
の
で
は
な
も

国
中
地
方
の
貧
農
･無
宿

人

に
主
力
を
移
し
っ
つ
､
甲

ふ府
盆
地
全
域
に
拡
大
し
ま
す
｡
そ
し
て
､
二
三
日
に
は
甲
府
の
町
に
侵
入
し
て
'
町
内
下
層
民
を

一
挟
に
巻
き
込
み
な

が
ら
､
豪
商

二
二
軒
を
打
ち
こ
わ
し
ま
し
た
｡

か
い

だ
い
か
ん
し
よ

当
時
の
甲
斐
国
は
一
国
ほ
と
ん
ど
が
幕
府
領
で
し
た
が
､
幕
府
の

代

官

所

役
人
や
甲
府
城
を
固
め
た
武
士
た
ち
だ
け

ちんあ
つ

し
な
の

す
る
が

で
は
と
う
て
い
一
挟
を
鎮
圧
で
き
ず
､
信
濃
国

(長
野
県
)
や
駿
河
国

(静
岡
県
)
の
各
藩
に
出
兵
を
要
請
し
て
､
よ

しず

う
や
-
二
五
日
に
1
操
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
｡
二
三
日
以
降
の
1
挟
は
甲
府
盆
地
を
舞
台
に
展
開
し
た

の
で
す
が
,
同
盆
地
は
米
作
地
帯
で
あ
り
'
甲
府
は
近
隣
の
米
穀
流
通
の
結
節

卓ようさく

点
で
あ
っ
て
'
凶
作
と
は
い
え
'
そ
れ
な
り
の
米
の
備
蓄
は
あ
り
ま
し
た
｡
し

か
し
､
こ
こ
で
も
商
品

･
貨
幣
経
済
の
発
展
の
結
果
､
農
村
で
は
豪
農

･
米
商

こ
さく

人
ら
が
土
地
と
富
を
集
積
す
る
一
方
で
､
土
地
を
失
っ
た
小
作
人

･
貧
農
層
が

大
量
に
生
み
だ
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
｡
ま
た
､
甲
府
で
も
豪
商

･
米
商
人
の

対
極
に
､
そ
の
日
暮
ら
し
の
膨
大
な
都
市
下
層
民
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
｡
そ

し
て
､
小
作
人

･
貧
農

･
都
市
下
層
民
が
､
米
の
買
占
め
'
売
り
惜
し
み
を
し

た
豪
農

･
豪
商

･
米
商
人
を
襲
撃
し
た
の
で
す
｡
こ
こ
か
ら
も
'
飢
健
が

一
面

で
は
人
災
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
と
れ
ま
す
｡
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