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〇
畑
村
の
村
政
記
録

江
戸
時
代
の
村
経
営
は
庄
屋
・
年

寄
な
ど
村
役
人
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
だ
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
し
た
村
役

人
の
日
常
的
な
活
動
は
ど
う
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
目
の
前
に
見
え
る
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
は
、
浮
か
ん
で
こ
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
田
市
畑
地
区
に
は
、
江
戸
時
代

中
期
以
降
に
作
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
村

政
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
田
市
史
編
纂
委
員
会
で
は
そ
れ
ら

の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
選
び
出
し
、

「
畑
村
関
係
資
料
」
と
し
て
平
成
２
年

（
1
9
9
0
年
）に
一
冊
の
史
料
集
を

刊
行
し
て
い
ま
す
。
村
政
の
実
際
を

後
世
に
残
し
、検
討
す
る
た
め
で
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
中
か
ら「
天
保
十
二

年
丑
十
二
月
」と
右
肩
に
表
記
さ
れ
た

「
村
用
書
留
帳
」を
読
ん
で
み
ま
す
。

こ
こ
に
は
天
保
13
年

11
月
ま
で
の
動
き
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
保
12
年
は
西
暦

１
８
４
１
年
、
江
戸

時
代
も
終
わ
り
に
近

い
時
期
で
す
。
現
在

で
は
社
会
的
に
消
え

て
し
ま
っ
た
仕
組
み

も
多
く
、
一
度
読
ん
だ
だ
け
で
は
正
確

に
理
解
し
が
た
い
記
述
も
至
る
所
に

出
て
き
ま
す
。
だ
が
、
調
べ
な
が
ら
少

し
ず
つ
で
も
読
み
解
い
て
行
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

〇
村
方
支
配
米
売
方
で

　
お
叱
り

さ
て
、
天
保
12
年
12
月
６
日
、
麻
田

藩
役
所
か
ら
「
村
方
支
配
米
売
方
」
に

関
し
、
東
西
両
畑
村
の
庄
屋
２
人
が

呼
び
出
さ
れ
て
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。「
村
方
支
配
米
」

と
い
う
の
は
、
村
方
諸
費
用
に
充
て
る

こ
と
の
で
き
る
米
と
い
う
意
味
で
、
そ

の
売
却
に
関
す
る
嫌
疑
で
し
ょ
う
。

２
人
の
庄
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
「
吟
味
中

慎
み
」
を
仰
せ
つ
か
り
、
そ
の
間
の

「
村
用
」（
村
の
仕
事
）は
万
端
そ
れ
ぞ

れ
２
人
の
年
寄
が
代
行
す
る
よ
う
指

示
さ
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と

き
別
の
村
で
あ
る
井
口
堂
村
の
庄
屋

は
手
鎖
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
取

調
べ
を
受
け
た
の
は
両
畑
村
だ
け
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

７
日
に
は
東
西
両
畑
村
の
年
寄
２

人
ず
つ
が
呼
び
出
さ
れ
、
事
情
を
聞
か

れ
て
い
ま
す
。
西
畑
村
の
２
人
の
年
寄

は「
役
人
一
統
相
談
の
上
」と
答
え
、

東
畑
村
の
２
人
の
年
寄
は
「
一
切
承
り

知
ら
ぬ
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
10
日
に

は
処
断
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
４
人
の
年

寄
に
は
「
叱
り
お
く
」、
２
人
の
庄
屋

に
対
し
て
は
「
き
っ
と
叱
り
お
く
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
罰
と
し
て
は
庄
屋
の

方
が
少
し
き
つ
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
叱
り
お
く
」
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

「
村
方
売
り
の
儀
に
付
き
仲
買
よ
り
相

頼
む
に
つ
き
割
米
を
さ
せ
た
の
は
不
届

き
の
至
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど

う
も
お
米
と
お
金
の
運
用
に
関
わ
っ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
詳
細
は
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
。
分
か
る
こ
と
は
、
村
役
人

そ
ろ
っ
て
こ
の
行
為
を
遂
行
し
、
村
側

か
ら
問
題
に
す
る
声
は
あ
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
苦
し
い
財
政
事

情
に
悩
む
領
主
側
の
一
方
的
処
断

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
か
ら

は
、
庄
屋
・
年
寄
へ
の
指
揮
権
は
領
主

側
の
手
の
内
に
あ
っ
た
こ
と
、
村
側
は

そ
れ
に
従
う
以
外
に
な
か
っ
た
事
実
が

見
え
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
村
役
人

の
任
免
も
代
官
の
権
限
で
し
た
。
例

え
ば
、
こ
の
史
料
の
天
保
13
年
10
月
７

日
に
市
郎
兵
衛
と
彦
右
エ
門
が
年
番
庄

屋
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
賄
い
金
勘
定

東
西
両
畑
村
は
、
何
か
に
つ
け
て
共

同
行
動
を
と
っ
た
よ
う
で
す
。
先
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
年
末
に
は
、
そ
の
費
用

清
算
も
含
め
、
村
用
費
の
立
替
払
い
や

村
方
へ
の
白
米
５
合
ず
つ
の
配
分
、
山

年
貢
の
計
算
、
年
貢
皆
済
の
作
業（
24

日
に
は
津
出
し
と
呼
ぶ
幕
府
蔵
お
よ
び

藩
の
蔵
へ
の
納
入
作
業
）な
ど
、な
に
か

と
忙
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
庄

屋
・
年
寄
は
毎
日
数
人
ず
つ
会
合
し
て

帳
面
と
顔
を
突
き
合
わ
せ
、
お
金
の
勘

定
を
し
、村
で
貸
し
付
け
た
金
銀
の
回

収
・
利
殖
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

天
保
期
と
も
な
れ
ば
貨
幣
の
存
在

は
村
で
も
さ
ら
に
大
き
く
な
り
、
そ
の

運
用
知
識
が
な
く
て
は
村
役
人
の
職

務
を
こ
な
せ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で

す
。
そ
れ
は
村
の
中
か
ら
沸
き
起
こ
る

動
き
で
あ
り
、
と
き
に
領
主
の
意
図
と

齟そ

齬ご

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
村
役

人
の
毎
日
の
行
動
記
録
の
研
究
が
大

事
に
な
っ
て
く
る
所ゆ

え
ん以

で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

天保12年末の庄屋・年寄

「村用書留帳」（池田市立歴史民俗資料館蔵）


