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いっき

●南
部藩百

姓

一操は
何
を
要
求
し
た
か

渡
辺

尚
志

(
一
橋
大
学
助
教
授
)

三
浦
命
助
と
は

三
浦
命
助
は

'
幕
末
の
代
表
的

な
ん
ぶ

な
百
姓

一
校

の
ひ
と
つ
､
南
部

さ
ん

へ

い

ど
お
り

三

閉

伊

通

一

樺
の
指
導
者

の

一
人
で
す
｡
命
助
は
､

ぶ
ん
せ
い

む
つ

か
み
へ
い

-
り
ぽやし

一
八
二

〇
年
(
文

政

三

)
に
､
陸

奥

国

上

閉

伊

郡

栗

林

か
ま
いし

村
(岩
手
県

釜

石

市

)
に
生
ま
れ
ま
し
た
｡
栗
林
村
は

も
り
お
か

当
時

盛

岡

(

岩
手
県
盛
岡
市
)
に
城
を
も

つ
南
部
藩
の
領
地
で
し
た
が
､
南
部
藩
領
は
近
世
を
通
じ
て
百
姓

一
漢
が
多

発
し
て
い
ま
し
た
｡

命
助
が
生
ま
れ
た
三
浦
家
は
､
村
役
人
を
務
め
る
よ
う
な
村
内
で
も
上
層
の
家
柄
で
し
た
が
､
生
活
は
そ
れ
ほ
ど

楽
で
は
な
く
'
命
助
は
若
い
頃
か
ら
鉱
山
に
出
稼
ぎ
に
行

っ
た
-
'
馬
に
荷
物
を

つ
け
て
諸
方
を
売
-
歩
い
た
り
し

て
い
ま
し
た
｡

か

え
い

三
閉
伊
通

一
校
は
'

1
八
五
三
年
(
嘉

永

六

)
に
起
こ
-
ま
し
た
｡
三
閉
伊
通
と
は
､
現
在
の
岩

三
閉
伊
通

-
挟

手
県
の
陸
中
海
岸
沿
い
の

】
帯
を
指
す
言
葉
で
す
｡
三
閉
伊
通
で
は

1
八
翌

午
(
弘

化

四
)
に

り
く
ちゅう

こ

う
か

も
大
規
模
な

一
校
が
起
こ
っ
て
お
-
'
そ
の
後
も
不
穏
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
'

一
八
五
三
年
五
月
に
至

っ

て
百
姓
た
ち
の
不
満
が
再
度
爆
発
し
た
の
で
す
｡

一
万
人
を
超
え
る
百
姓
た
ち
は
'
い
-

つ
か
の
打
ち
こ
わ
し
を
行

せ
んだ
い

い
な
が
ら
南
下
し
'
六
月
六
日
に
は
藩
境
を
越
え
て

仙

台

藩

領
に
入
り
ま
し
た
｡
彼
ら
は
仙
台
藩
に
五
二
ヵ
条
に
及

ぶ
願
書
を
提
出
し
ま
し
た
が
､
そ
こ
に
は
農
業
に
か
か
わ
る
要
求
だ
け
で
な
-
､
漁
業
に
か
か
わ
る
要
求
も
含
ま
れ

て
い
ま
し
た
｡
た
と
え
ば
､
海
産
物
の
売
買
が
近
年
許
可
制
と
な
り
､
免
許
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
商
売
が
で
き
な
-

な

っ
た
の
で
迷
惑
し
て
お
り
､
こ
う
し
た
こ
と
は
や
め
て
ほ
し
い
､
と
い
う
要
求
が
そ
う
で
す
｡
す
な
わ
ち
'
彼
ら

は
自
ら
を

｢百
姓
｣
と
規
定
し
て
い
ま
し
た
が
'
近
世
の

｢
百
姓
｣

と
は
漁
民
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
す
｡

ま
た
農
民
で
あ

っ
て
も
専
業
農
家
は
少
な
-
､
命
助
の
よ
う
に
出
稼
ぎ
や
商
売
に
も
携
わ
る

｢兼
業
農
家
｣
の
ほ

-
が

一
般
的
で
し
た
｡
近
世
の
百
姓
と
は
決
し
て
専
業
農
民
と
同
義
で
は
な
く

農
業
を
含
む
多
様
な
生
業
に
携
わ

る
人
々
か
ら
な

っ
て
い
た
の
で
す
｡

ね
ん

ぐ

ま
た
､

一
校
勢
の
要
求
項
目
の
中
に
は
'
年

貢

負
担
の
軽
減
と
並
ん
で
､
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
生
産
に
関
す
る
項
目

あ
い

が
入

っ
て
い
ま
し
た
｡
た
と
え
ば
､
こ
の
頃
村
々
で

藍

の

葉
を
用
い
た
染
色
業
が
広
-
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

ま
し
た
が
､
藩
か
ら
禁
止
さ
れ
て
迷
惑
で
あ
る
､
従
来
通
り
認
め
て
ほ
し
い
､
と
い
う
要
求
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
｡
こ

-
し
た
対
抗
関
係
は
'
近
世
後
期
に
百
姓
の
間
に
商
品

･
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
て
商
品
生
産
が
盛
ん
に
な
-
､
そ
れ

に
目
を
付
け
た
藩
が
商
品
生
産

へ
の
課
税

･
統
制
を
強
め
た
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
す
｡

近
世
後
期
の
百
姓

1
校
は
､
稲
作
中
心
の
農
業
に
従
事
す
る
百
姓
と
彼
ら
か
ら
重
い
年
貢
を
取
り
立
て
る
領
主
と

の
対
立
と
い
う
図
式
だ
け
で
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
'
経
営
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
商
業
的
農
業
(商
品
生
産
)
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や
農
産
加
工
の
比
重
を
高
め
つ
つ
あ
る
百
姓
と
そ
こ
へ
の
課
税
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
領
主
と
の
対
抗
と
い
う
側
面

が
強
ま
っ
て
い
た
の
で
す
｡

こ
う
し
て
､

一
按
の
要
求
項
目
か
ら
､

1
校
に
結
集
し
た
百
姓
た
ち
が
農
業
だ
け
で
は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
に

従
事
し
て
お
り
､
ま
た
農
業
の
中
身
も
自
給
自
足
的
生
産
か
ら
多
様
な
商
品
生
産

へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
す
｡
こ
う
し
た
こ
と
は
こ
の
地
域
だ
け
の
こ
と
で
は
な
-
､
全
国
各
地
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
し

た
｡

さ
ん

へ

い

ど
お
り
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な
ん
ぶ

中
心
は
藩
主
の
交
替
要
求
で
す
｡
そ
れ
は
､
現
藩
主
に
代
わ
っ
て
前
藩
主
を
再
度
藩
主
に
し
て
ほ
し
い
と
言
う
も
の

だ
め

▲だ
て

で
し
た
｡
さ
ら
に
､
そ
れ
が
駄

目

な
ら
'
三
閉
伊
通
の
百
姓
を
す
べ
て
仙
台
藩
伊

達

家
の
百
姓
に
し
て
ほ
し
い
と
か
､

三
閉
伊
通
の
土
地
を
幕
府
が
没
収
し
て
幕
府
領
に
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
要
求
も
出
さ
れ
ま
し
た
｡

百
姓
た
ち
が
､
藩
主
や
領
主
の
交
替
を
要
求
す
る
な
ど
近
世
社
会
の
建
前
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
が
'

一
校
勢
は
堂
々
と
こ
う
し
た
要
求
を
出
し
た
の
で
す
｡
も
っ
と
も
'
こ
れ
ら
の
要
求
は
通
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
｡

さ
て
､
仙
台
藩
領
に
越
境
し
た

一
挟
勢
は
､
六
月
中
に
代
表
四
五
人
を
残
し
て
南
部
藩
領
に
戻
り
ま
し
た
｡
三
浦

命
助
は
'
こ
の
四
五
人
の
内
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
の
で
す
｡
代
表
た
ち
は
､
仙
台
藩
や
南
部
藩
の
役
人
た
ち
と
粘

り
強
-
交
渉
を
続
け
'
つ
い
に

一
〇
月
下
旬
に
は
要
求
項
目
の
多
-
を
南
部
藩
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

し
か
も
､
百
姓
側
は

一
人
の
処
罰
者
も
出
さ
ず
に
済
み
､
こ
の
一
操
は
百
姓
側
の
勝
利
で
幕
を
閉
じ
た
の
で
し
た
｡
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二
'.

頭
取
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
､
貧
農
か
ら
村
役
人
層
ま
で
幅
広
い
層
の
農
民
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
た
惣
百
姓

一
操
で

し
た
｡
近
世
中
期
に
頻
発
し
た
惣
百
姓

一
按
は
'
幕
末
に
至
っ
て
も
依
然
か
な
り
の
頻
度
で
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
｡

く
りばやし

一
校
に
勝
利
し
た
命
助
は
栗
林
村
に
戻
っ
て
以
前
の
日
常
に
戻
-
ま
し

か
え
い

あ
んせ
い

た
が
､
翌

一
八
五
四
年
(
嘉

永

七

=

安

政

元

)
に
村
内
の
-
ラ
ブ
ル
に
巻
き

しゅっぽ
ん

込
ま
れ
'
南
部
藩
の
吟
味
を
受
け
て
い
る
最
中
に

一
人
で

出

奔

L

t
仙
台

やま
ぶ
し

藩
領
に
行
っ
て

山

伏

と

な
っ
た
-
し
て
い
ま
し
た
｡
や
が
て
'

一
八
五
七

年
(安
政
四
)
'
命
助
は
南
部
藩
領
に
戻
っ
た
時
に
捕
縛
さ
れ
､
城
下
町
盛

ろう

つな

岡
の

牢

に

繋

が

れ
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
獄
中
で
六
年
七
カ
月
を
過
ご
し
'

ぶ
んきゅう

げ
ん
じ

一
八
六
四
年
(
文

久

四

=

元

治

元
)
二
月

一
〇
日
に
四
五
歳
で
そ
の
生
涯
を

終
え
た
の
で
す
｡

三
閉
伊
通

一
校
が
起
こ
っ
た
年
に
は
ペ
リ
ー
が
来
航
し
て
い
ま
す
が
､

ば
く
は
んた
いせ
い

こ
の
両
事
件
は
､
こ
の
の
ち

幕

藩

体

制

が

内
と
外
か
ら
大
き
-
揺
さ
ぶ
ら

れ
て
解
体
に
向
か
う
こ
と
を
告
げ
る
象
徴
的
な
出
来
事
で
し
た
｡

〔参考文献〕 ※深谷克己 r南部百姓命助の生涯J (朝日新聞社､1983年)
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