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は
じ
め
に

　
越
中
国
砺
波
・
射
水
郡
に
ま
た
が
る
砺
波
平
野
に
は
、
庄
川
・
小

矢
部
川
な
ど
を
水
源
と
し
た
田
ん
ぼ
が
一
面
に
広
が
り
、
屋
敷
林
に

囲
ま
れ
た
散
居
村
が
点
在
し
て
い
る
。
宮
永
正
運
は
、
そ
の
な
か
の

一
村
、
砺
波
郡
下
川
崎
村
に
居
住
し
な
が
ら
、
近
世
中
期
に
村
役
人

を
務
め
た
老
農
で
あ
る
。

　
今
か
ら
二
世
紀
半
ほ
ど
前
の
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
の
こ
と

だ
。
長
年
に
わ
た
っ
て
農
業
に
励
ん
だ
彼
は
、次
の
よ
う
に
嘆
い
た
。

初
夏
か
ら
の
気
候
不
順
で
青
田
に
病
害
が
生
じ
、
七
月
一
〇
・
一
一

日
に
は
河
川
流
域
で
五
穀
が
残
ら
ず
水
没
し
た
。
そ
の
た
め
、
秋
に

は
一
粒
も
収
穫
を
す
る
手
段
が
つ
き
た
（
１
）

、
と
。

　
周
知
の
と
お
り
、同
年
に
は
冷
害
に
よ
っ
て
大
凶
作
に
見
舞
わ
れ
、

翌
年
に
か
け
て
東
北
地
方
を
中
心
と
し
て
夥
し
い
死
者
を
出
し
た
。

世
に
い
う
天
明
の
飢
饉
で
あ
る
。
こ
の
未
曽
有
の
食
糧
危
機
が
、
砺

波
平
野
に
お
い
て
も
容
赦
な
く
襲
っ
た
。
だ
か
ら
、
正
運
は
悲
嘆
に

く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
近
世
の
飢
饉
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
レ
ベ
ル
を
格
段
に
ひ
き
あ
げ

た
の
が
、
日
本
近
世
史
研
究
者
の
菊
池
勇
夫
で
あ
る
。
彼
は
、
近
世

社
会
の
し
く
み
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
そ
の
発
生
か
ら
終
息
に
至

る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
し
た
。
こ
う
し
て
飢
饉
が
、
幕
藩
経
済

の
し
く
み
、
領
主
の
政
策
な
ど
と
い
っ
た
、
人
為
的
な
影
響
を
多
大

　
報
告
一

　
砺
波
平
野
の
老
農
宮
永
正
運
の
嘆
き

　
　
―
近
世
の
稲
作
を
め
ぐ
る
景
観
変
容
―

　
武
　
井
　
弘
　
一
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に
う
け
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
（
２
）

。

　
つ
ま
り
、
飢
饉
＝
人
災
と
い
う
点
に
、
飢
饉
研
究
の
到
達
点
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
こ
れ
ま
で
の
飢

饉
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
点
が
あ
っ
た
。
飢
饉
の
発
端
に
も
な

る
凶
作
に
つ
い
て
の
何
か
が
、
い
ま
だ
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　「
凶
作
は
た
ぶ
ん
に
異
常
気
候
と
い
う
自
然
的
要
因
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
３
）

」、
と
菊
池
は
指
摘
す
る
。

自
然
が
も
た
ら
し
た
災
い
に
よ
っ
て
凶
作
に
陥
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

凶
作
＝
天
災
に
な
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
飢
饉
が
起
き
た
の
で
あ

れ
ば
、
飢
饉
＝
天
災
と
み
な
せ
な
く
も
な
い
。
飢
饉
＝
人
災
と
い
う

見
解
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
凶
作
が
天
災
な
の
か
ど

う
か
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
４
）
。

　
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
以
下
の
三
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、凶
作
の
根
本
的
な
原
因
は
何
な
の
か
、

さ
ら
に
は
凶
作
が
天
災
な
の
か
ど
う
か
も
確
か
め
た
い
。

①
近
世
の
稲
作
を
め
ぐ
る
景
観
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
、
天
明
三

年
に
砺
波
平
野
が
凶
作
に
陥
っ
た
原
因
を
つ
き
と
め
る
。

②
①
の
方
法
と
し
て
、
近
世
前
期
・
貞
享
（
一
六
八
四
～
八
八
）

～
宝
永
（
一
七
〇
四
～
一
一
）
期
・
天
明
（
一
七
八
一
～
八
九
）

期
の
三
段
階
で
、
景
観
の
変
容
を
追
っ
て
い
く
。

③
①
の
視
点
と
し
て
、凶
作
の
引
き
金
と
な
っ
た
異
常
気
象（
病
害
）

と
水
害
の
う
ち
、
後
者
に
関
し
て
河
川
を
取
り
巻
く
景
観
に
焦

点
を
あ
わ
せ
る
。

一
．
宮
永
正
運
以
前
―
新
田
開
発
の
進
展
と
停
滞
―

　
宮
永
家
の
先
祖
は
武
士
で
あ
り
、
正
運
は
七
代
目
の
当
主
に
あ
た

る
。
天
正
（
一
五
七
三
～
九
二
）
期
の
初
め
と
い
え
ば
、
長
篠
の
戦

い
に
大
勝
し
、
安
土
城
を
築
き
始
め
る
な
ど
、
織
田
信
長
の
勢
力
が

強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。『
私
家
農
業
談
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
に
正

運
の
先
祖
は
、
越
後
国
春
日
山
の
主
君
に
暇
を
願
い
出
た
と
い
う
。

こ
れ
以
降
、
祖
先
た
ち
は
、
朝
は
霧
を
は
ら
い
、
暮
れ
に
は
星
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
農
業
に
精
を
い
れ
て
き
た
（
５
）
。

　
近
世
中
期
の
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
に
正
運
は
生
ま
れ
た
。

そ
れ
か
ら
約
四
〇
年
が
経
っ
た
安
永
（
一
七
七
二
～
八
一
）
期
の
頃
、

農
閑
期
の
冬
に
、
こ
れ
ま
で
励
ん
で
き
た
農
業
の
良
し
悪
し
を
二
、

三
巻
の
書
物
に
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
一
〇
年
が
経
ち
、
も
う
還
暦
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
家
族
の
た
め
に
農
業
技
術
を
詳
し
く
伝
え
て

お
き
た
い
し
、
子
孫
へ
の
形
見
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

て
書
き
た
め
て
い
た
農
業
技
術
書
を
六
巻
に
ま
で
増
補
し
、
寛
政
元

（
一
七
八
九
）
年
に
擱
筆
し
た
。
農
書
『
私
家
農
業
談
』
の
完
成
で

あ
る
（
６
）
。

　
正
運
が
こ
の
書
を
著
し
て
い
た
天
明
期
に
は
、
砺
波
平
野
が
凶
作
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に
襲
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
こ
を
支
配
し
て
い
た
加
賀
藩
の
領

内
で
も
同
じ
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。じ
か
に
凶
作
を
経
験
し
た
正
運
は
、

『
私
家
農
業
談
』
に
お
い
て
も
、
日
頃
か
ら
油
断
な
く
凶
作
・
飢
饉

へ
の
備
え
を
す
る
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
近
世
に
は
、
全
国
各
地
が
未
曽
有
の
食
糧
危
機
に
見

舞
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
人
び
と
が
大
地
を
切
り
拓
く
こ
と
に
力
を

注
い
だ
、
新
田
開
発
の
時
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
。

　
近
世
初
期
か
ら
河
川
の
上
流
か
ら
下
流
へ
向
か
っ
て
開
発
が
進

み
、
沖
積
平
野
と
よ
ば
れ
る
下
流
の
平
坦
部
ま
で
大
規
模
な
新
田
が

造
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
列
島
の
大
改
造
と
い
え
よ
う
。
か
く
し

て
、
近
世
中
期
に
は
耕
地
面
積
が
ほ
ぼ
倍
増
し
、
日
本
列
島
の
歴
史

上
、初
め
て
一
面
に
水
田
の
広
が
る
光
景
が
出
現
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

新
た
に
切
り
拓
け
る
土
地
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
以
降
、
新

田
開
発
は
停
滞
し
て
い
く
。

　
表
１
に
は
、
加
賀
藩
に
お
け
る
新
田
開
発
の
推
移
を
示
し
た
。
正

運
の
頃
の
加
賀
藩
の
石
高
は
一
〇
二
万
五
〇
〇
〇
石
あ
ま
り
で
、
近

世
で
最
大
の
藩
と
い
え
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
新
た
に
開
発
さ
れ
た

石
高
は
約
三
五
万
石
に
も
お
よ
ん
だ
。

　
全
体
的
に
み
れ
ば
、
新
田
高
は
一
七
世
紀
と
幕
末
に
増
え
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
一
七
世
紀
初
め
か
ら
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
に

か
け
て
の
新
田
高
は
合
計
で
約
二
七
万
石
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は

表表１１　　加加賀賀藩藩のの新新田田高高のの推推移移

年　代 期間（年間） 新田高（石） 割合（％）

慶長・元和～正保２年
（17世紀初～1645）

30～40 137,467 39.6

正保３～寛文３年
（1646～63）

18 80,218 23.1

寛文４～天和３年
（1664～83）

20 51,511 14.8

貞享元～元禄11年
（1684～98）

15 19,615 5.7

元禄12～天保２年
（1699～1831）

133 11,849 3.4

天保３～慶応３年
（1832～67）

36 46,439 13.4

合  計 347,099 100.0

（出典）木越隆三『織豊期検地と石高の研究』（桂書房、2000年）により
　　　　作成
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約
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
た
。
近
世
前
期
の
一
七
世
紀
は
、
加

賀
藩
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
新
田
開
発
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

　
そ
れ
以
降
は
ど
う
な
の
か
と
い
え
ば
、
貞
享
元
年
か
ら
天
保
二

（
一
八
三
一
）
年
に
か
け
て
は
、
新
田
高
は
わ
ず
か
九
パ
ー
セ
ン
ト

あ
ま
り
し
か
増
え
て
い
な
い
。
加
賀
藩
に
お
い
て
も
、
近
世
中
期
以

降
は
、
新
田
開
発
と
い
う
時
代
に
、
終
わ
り
を
つ
げ
た
こ
と
が
み
て

と
れ
る
。
正
運
が
生
き
て
い
た
近
世
中
・
後
期
は
、
ま
さ
に
新
田
開

発
が
停
滞
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
砺
波

平
野
の
開
発
状
況
も
確
か
め
て
み
よ
う
。

　
近
世
に
は
い
っ
て
、
砺
波
平
野
の
ど
の
よ
う
な
場
所
に
新
田
が
拓

か
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
初
期
に
は
水
を
得
や
す
い
扇
状
地
、
湧
水

帯
、
あ
る
い
は
大
河
川
の
氾
濫
原
が
開
発
さ
れ
た
（
７
）

。
や
が
て
用
水
を

引
く
な
ど
し
て
、
新
た
な
村
が
次
々
に
自
立
し
て
い
く
も
の
の
、
中

期
に
は
開
発
可
能
な
場
所
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
し
ま
う
（
８
）
。
砺
波
平
野

の
新
田
開
発
も
、
全
国
、
お
よ
び
加
賀
藩
の
動
向
と
軌
を
一
に
し
て

い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
耕
地
の
開
発
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
近
世
中
期
に
お
い
て
、
砺
波
平

野
で
は
、
ど
の
よ
う
な
稲
作
が
営
ま
れ
て
い
た
の
か
。
肥
料
、
イ
ネ

（
稲
）
の
品
種
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
よ
う
。

　
毎
年
、
田
ん
ぼ
を
使
い
続
け
れ
ば
、
土
地
の
生
産
力
が
落
ち
て
い

く
。
そ
の
た
め
に
百
姓
た
ち
は
、
人
糞
、
厩
肥
な
ど
の
自
給
肥
料
を

耕
地
に
投
じ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
正
運
が
生
ま
れ
た
年
の
こ
と
だ
。

砺
波
郡
の
十
村
は
、
農
政
を
司
る
改
作
奉
行
に
対
し
て
、
貞
享
期
の

頃
か
ら
新
田
で
少
し
ず
つ
干
鰯
を
施
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
使
い

勝
手
が
良
い
の
で
、
し
だ
い
に
古
田
で
も
使
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と

報
告
し
て
い
る
（
９
）
。

　
十
村
と
は
、
加
賀
藩
か
ら
一
〇
か
村
か
ら
数
十
を
超
え
る
村
の
管

理
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
村
出
身
の
役
人
を
さ
す
。
自
給
肥
料
で
あ
れ

ば
コ
ス
ト
は
か
か
ら
な
ら
い
の
に
、
百
姓
た
ち
は
、
イ
ワ
シ
（
鰯
）

を
乾
燥
さ
せ
た
干
鰯
を
購
入
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一

因
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
述
べ
た
い
。

　
イ
ネ
の
品
種
に
つ
い
て
は
、
正
運
の
祖
父
が
遺
し
た
記
録
に
よ
れ

ば
、
宝
永
期
の
頃
に
は
二
〇
〇
種
に
も
お
よ
ん
で
い
た
と
い
う）
（1
（

。
な

ぜ
イ
ネ
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
『
私
家

農
業
談
』
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
新
田
開
発
が
進
ん
で
も
、
ど
の

よ
う
な
品
種
が
開
墾
地
に
あ
う
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
砺
波
平
野
で

は
新
種
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
の
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
に
品
種
が
増
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　二
．
天
明
期
の
農
業
経
営
　

　
近
世
前
期
か
ら
貞
享
～
宝
永
期
に
か
け
て
、
新
田
が
激
増
し
、
肥

料
が
自
給
肥
料
か
ら
干
鰯
へ
シ
フ
ト
し
、
イ
ネ
の
品
種
が
増
え
て
い



－  92  －－  93  －

砺
波
平
野
の
老
農
宮
永
正
運
の
嘆
き
（
武
井
）

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
は
、
正
運
が
生
ま
れ
る

前
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
こ
れ
ら
を
知
る
由
も
な
い
。
は

た
し
て
彼
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
、
ど
の
よ
う
な
稲
作
が
営
ま
れ

て
い
た
の
か
。
肥
料
、そ
し
て
イ
ネ
の
品
種
に
目
配
り
を
し
な
が
ら
、

天
明
期
の
あ
り
よ
う
を
掘
り
さ
げ
て
み
よ
う
。

　
は
じ
め
に
、
肥
料
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
給
肥
料
で
あ
れ
ば
コ
ス

ト
が
か
か
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
干
鰯
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

宮
永
正
運
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
明
快
に
説
く）
（（
（

。

　
ま
ず
は
、
領
内
の
百
姓
が
不
精
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
自

給
肥
料
の
出
来
栄
え
も
悪
く
な
っ
て
い
る
。
富
農
は
労
す
る
こ
と
を

嫌
い
、
自
分
の
土
地
を
小
作
に
出
し
て
、
わ
ず
か
な
手
作
り
し
か
し

て
い
な
い
。
小
農
も
こ
れ
を
見
習
い
、
牛
馬
を
飼
わ
ず
、
昔
と
違
っ

て
土
屎
・
草
屎
の
用
意
も
し
な
い
。
耕
作
地
も
小
さ
い
の
で
藁
・
糠

も
得
ら
れ
ず
、
灰
や
人
馬
の
糞
な
ど
も
減
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
持

ち
運
び
や
す
い
干
鰯
を
過
度
に
使
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。

　「
土
屎
・
草
屎
」
と
は
、
土
や
草
を
腐
ら
せ
て
作
ら
れ
た
肥
料
を

さ
す
。
自
給
肥
料
は
腐
熟
す
る
ま
で
時
間
が
か
か
り
、
そ
れ
を
整
え

て
お
く
に
も
手
間
暇
が
か
か
る
。
こ
れ
に
比
べ
た
ら
、
干
鰯
は
買
う

だ
け
で
済
む
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
持
ち
運
び
や
す
い
。
同
じ
効
能

を
え
る
た
め
に
使
用
す
る
量
も
少
な
い
し
、
悪
臭
が
漂
う
こ
と
も
な

い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
使
い
勝
手
の
良
い
干
鰯
を
、
百
姓
た

ち
は
喉
か
ら
手
が
で
る
ほ
ど
欲
し
が
っ
た
。

　
肥
料
に
関
し
て
、
表
２
に
は
、
天
明
六
年
に
お
け
る
砺
波
郡
の
百

姓
経
営
モ
デ
ル
を
示
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
草
高

（
石
高
）
一
〇
〇
石
の
百
姓
な
の
で
、
富
農
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余

地
が
な
い
。

　
米
一
〇
八
石
の
収
入
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
約
半
分
は
年
貢
と
し
て

納
め
、
残
り
が
百
姓
の
取
り
分
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
必
要
経
費
も
引

か
れ
る
。
た
と
え
ば
、こ
れ
だ
け
の
規
模
の
農
業
を
営
む
た
め
に
は
、

男
八
人
分
・
女
二
人
分
の
給
米
も
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土

地
を
耕
す
た
め
、
肥
料
と
な
る
厩
肥
を
得
る
な
ど
た
め
に
も
、
ウ
マ

（
馬
）
三
頭
を
飼
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
必
然
的
に
、
そ
の
た
め

の
コ
ス
ト
も
か
さ
む
。
い
ろ
い
ろ
な
経
費
も
負
担
し
、
収
入
か
ら
支

出
を
差
し
引
く
と
、
九
石
あ
ま
り
の
黒
字
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
支
出
か
ら
、
肥
料
に
関
す
る
コ
ス
ト
を
は
じ
き
だ
し
て
み

た
い
。
ま
ず
、
厩
肥
を
も
た
ら
す
ウ
マ
飼
育
に
関
す
る
コ
ス
ト
を
集

計
し
て
み
る
と
、ウ
マ
（
一
・
五
石
）・
飼
料
（
三
・
二
四
石
）・
草
（
〇
・

七
石
）
で
合
計
五
・
四
四
石
と
な
り
、
支
出
の
一
二
％
を
占
め
る
。

ウ
マ
を
飼
う
た
め
に
は
男
を
雇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ

れ
が
何
人
分
の
給
米
に
あ
た
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
に

関
す
る
支
出
は
除
い
て
お
く
。

　
だ
が
、
厩
肥
よ
り
も
、
も
っ
と
コ
ス
ト
の
か
か
る
肥
料
が
あ
っ
た

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
干
鰯
で
あ
る
。
こ
れ
を
購
入
す
る

た
め
に
は
米
に
換
算
し
て
一
二
・
九
石
を
要
し
、
支
出
全
体
か
ら
み
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表表２２　　天天明明６６年年（（11778866））砺砺波波郡郡のの百百姓姓経経営営モモデデルル

項　目 石　高 備考

〔生産高〕 110088..000000 石 草高100石（標準年貢高54石）

〔年貢高〕 合　計 5533..558800 石
年貢定納 52.264

夫　銀 1.316

〔収　入〕 合　計 5544..442200 石
年貢残高 0.420

作　徳 54.000

〔支　出〕 合　計 4455..118800 石
種　籾 1.620
給　米 9.600 男８人分

1.400 女２人分
ウ　マ 1.500 ウマ３頭購入追銀など
農　具 1.000 鍬８挺追銀など

1.000 鋤・馬鍬代など
0.400 鎌三通24挺追銀など
0.550 摺臼・唐箕など
0.300 屎桶等修復入用

干　鰯 12.900 645匁（1反＝銀10匁・1石＝50匁）
飼　料 3.240 ウマ３頭分

草　 0.700 山草代
諸入用 1.400 郡打銀・郡用水打銀

0.420 普請・用水水下人足
0.400 郡用水願村格銀
0.070 馬下米御定賃銀
0.230 定作喰返上
0.210 往還道作り・雪割人足賃米
0.070 蔵下敷米
6.200 用水仕入料米・肝煎給米など
0.820 村肝煎扶持米
0.250 走り給米
0.900 塩６俵

〔収支残高〕 99..224400 石

（出典）砺波市史編纂委員会編『砺波市史　資料編２　近世』（砺波市、1991年）により
作成

表表２２　　天天明明６６年年（（11778866））砺砺波波郡郡のの百百姓姓経経営営モモデデルル

項　目 石　高 備考

〔生産高〕 110088..000000 石 草高100石（標準年貢高54石）

〔年貢高〕 合　計 5533..558800 石
年貢定納 52.264

夫　銀 1.316

〔収　入〕 合　計 5544..442200 石
年貢残高 0.420

作　徳 54.000

〔支　出〕 合　計 4455..118800 石
種　籾 1.620
給　米 9.600 男８人分

1.400 女２人分
ウ　マ 1.500 ウマ３頭購入追銀など
農　具 1.000 鍬８挺追銀など

1.000 鋤・馬鍬代など
0.400 鎌三通24挺追銀など
0.550 摺臼・唐箕など
0.300 屎桶等修復入用

干　鰯 12.900 645匁（1反＝銀10匁・1石＝50匁）
飼　料 3.240 ウマ３頭分

草　 0.700 山草代
諸入用 1.400 郡打銀・郡用水打銀

0.420 普請・用水水下人足
0.400 郡用水願村格銀
0.070 馬下米御定賃銀
0.230 定作喰返上
0.210 往還道作り・雪割人足賃米
0.070 蔵下敷米
6.200 用水仕入料米・肝煎給米など
0.820 村肝煎扶持米
0.250 走り給米
0.900 塩６俵

〔収支残高〕 99..224400 石

（出典）砺波市史編纂委員会編『砺波市史　資料編２　近世』（砺波市、1991年）により
作成
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る
と
二
九
％
も
占
め
る
。
こ
れ
は
支
出
し
た
品
目
の
な
か

で
、
も
っ
と
も
額
が
大
き
い
。

　
よ
っ
て
、
百
姓
の
農
業
経
営
に
お
い
て
、
コ
ス
ト
の
面

で
は
、
な
に
よ
り
も
干
鰯
代
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
。
と

は
い
え
、
イ
ワ
シ
漁
が
豊
凶
を
繰
り
返
す
の
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
干
鰯
代
も
浮
き
沈
み
す
る
。
百
姓
の
農
業
経
営
は
、

イ
ワ
シ
と
い
う
海
の
自
然
に
外
部
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
半
面
、
漁
に
翻
弄
さ
れ
る
と

い
う
ジ
レ
ン
マ
も
抱
え
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
つ
づ
け
て
、
イ
ネ
の
品
種
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

だ
ろ
う
。
表
３
に
は
、
正
運
が
調
べ
た
砺
波
郡
の
品
種
に

つ
い
て
示
し
た
。
早
稲
・
中
稲
・
晩
稲
・
糯
の
四
つ
に
分

類
さ
れ
て
、
合
計
七
九
種
あ
る
。
品
種
数
と
し
て
は
晩
稲

が
三
三
種
と
も
っ
と
も
多
く
、
早
稲
が
一
〇
種
と
も
っ
と

も
少
な
い
。

　
品
種
数
に
つ
い
て
は
、
宝
永
期
か
ら
八
〇
年
ほ
ど
が
経

つ
と
、
約
四
割
に
ま
で
減
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
裏
を

か
え
せ
ば
、
そ
れ
は
、
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

品
種
が
選
別
さ
れ
た
結
果
な
の
だ
ろ
う
。
晩
稲
の
需
要
が

大
き
か
っ
た
の
は
、
早
稲
と
比
べ
る
と
収
量
が
多
い
し
、

品
質
も
高
か
っ
た
か
ら
だ
と
み
て
よ
い
。

　
他
方
で
、
早
稲
は
収
穫
期
が
早
い
。『
私
家
農
業
談
』

表表３３　　寛寛政政元元年年（（11778899））頃頃のの越越中中国国砺砺波波郡郡のの米米品品種種

分　類

早　稲 六八日 坊至早稲 毛早稲 赤早稲 津軽早稲
葉広早稲 河内早稲 黒早稲 陰早稲 石太郎早稲

10種
中　稲 鍋島 赤鍋島 早子崎 彼岸坊至 白しんば

赤しんば 黒しんば 目黒しんは 甲州しんは 五五郎郎丸丸坊坊至至
毛白川 根根坊坊至至 黒白太郎 石石太太郎郎坊坊至至 能登時行
毛しんは 上野しんは 犬ノ毛 大大和和時時行行 屋屋ととめめ
相竹 庄川坊至 石白 紅葉時行

24種
晩　稲 小黒 竹松 横谷 鼠時行 小白川

よよりり穂穂 大白葉 小白葉 黒小崎 出白
黒川 加賀坊至 狐時行 地崎子崎 蠏田子崎
上野子崎 伊勢時行 ほとなし坊至 五歩壱 三七郎坊至
朝日 皆済坊至 神田子崎 晩出白 皆本
乱子崎 深江坊至 赤子崎 白子崎 毛白子崎
みとろ子崎 岩岩本本弥弥六六 万倍

33種
糯 早稲もち 甘糯 張子糯 へちはり糯 目黒糯

からす糯 毛もち こされ糯 三七郎糯 白葉もち
彼岸糯 唐干

12種
合　計 79種

（出典）

註1）

2）

太字は上質の米。これらのほかに「屋とめ坊至」もある。

大唐米として、「早大唐」「中稲太唐」「白太唐」「晩稲太唐」もある。

『日本農書全集　第６巻』（農山漁村文化協会、1979年）により作成

銘　柄
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に
よ
れ
ば
、
田
植
え
の
シ
ー
ズ
ン
は
、
だ
い
た
い
は
四
月
か
ら
始
ま

る
。
そ
れ
か
ら
稲
刈
り
ま
で
の
期
間
は
、表
３
に
示
し
た
「
六
八
日
」

が
最
短
で
五
〇
日
あ
ま
り
、
そ
の
ほ
か
の
早
稲
で
も
八
〇
日
ば
か
り

で
あ
る）
（1
（

。
と
い
う
こ
と
は
、
四
月
上
旬
に
早
稲
の
田
植
え
が
始
ま
れ

ば
、
遅
く
と
も
六
月
下
旬
に
は
刈
り
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

三
．
景
観
変
容
―
河
川
を
取
り
巻
く
状
況
―

　
天
明
三
年
の
凶
作
は
、
川
が
増
水
し
た
こ
と
に
よ
り
、
田
ん
ぼ
が

濁
流
に
呑
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
。
砺
波
平
野
に
は
、
庄

川
・
小
矢
部
川
な
ど
の
急
流
が
流
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
河
川
を
取
り

巻
く
状
況
も
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

　
凶
作
か
ら
約
三
〇
年
後
の
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
に
、
堤
防
工

事
を
職
務
の
ひ
と
つ
と
す
る
定
検
地
奉
行
が
、
河
川
の
歴
史
を
調
べ

て
い
た
。
そ
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る）
（1
（

。

　
か
つ
て
は
川
よ
り
高
い
位
置
に
田
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
よ
ほ
ど

の
出
水
で
な
け
れ
ば
、
田
ん
ぼ
が
川
の
水
に
襲
わ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
近
年
は
し
ば
し
ば
出
水
し
、
石
や
砂
も
流
れ
出

し
て
い
る
の
で
、川
底
が
し
だ
い
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

庄
川
で
は
、
川
底
が
過
剰
な
く
ら
い
に
高
く
な
っ
た
。
天
明
二
年
二

月
に
、
五
箇
山
で
山
崩
れ
が
起
こ
り
、
石
や
砂
が
庄
川
の
方
へ
溢
れ

出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

　
そ
れ
か
ら
年
ご
と
に
川
の
形
状
は
悪
く
な
り
、
今
で
は
田
地
よ
り

川
の
位
置
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
諸
河
川
で
は
、
上
流
か
ら
海
辺
際

ま
で
堤
防
工
事
を
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
増
水
に
よ
っ

て
田
地
や
家
屋
が
被
害
を
受
け
て
し
ま
う
、
と
。

　
庄
川
の
上
流
に
位
置
す
る
五
箇
山
で
は
、
天
明
二
年
に
山
崩
れ
が

起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
か
ら
土
砂
が
流
れ
落
ち
る
の
は
、
は
た

し
て
自
然
現
象
と
い
え
る
の
か
。

　
定
検
地
奉
行
の
調
査
か
ら
九
年
後
の
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
に
、

加
賀
国
石
川
郡
の
十
村
、
押
野
村
安
兵
衛
は
、
農
政
全
般
に
関
す
る

意
見
書
を
藩
に
提
出
し
た
。
同
書
の
な
か
で
は
、
近
年
は
山
林
な
ど

が
伐
り
荒
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
大
雨
の
節
に
は
水
を
保
て
ず
に
出

水
し
て
、
石
や
砂
な
ど
が
過
分
に
流
失
し
、
し
だ
い
に
川
が
高
く
な

っ
て
い
る
、
と
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。

　
山
に
木
々
が
育
っ
て
い
れ
ば
、
土
の
中
に
根
が
し
っ
か
り
張
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
地
盤
は
よ
り
固
ま
る
。
逆
に
、
木
が
伐
採
さ
れ
る
と

地
盤
が
緩
む
た
め
、
大
雨
が
降
れ
ば
土
砂
は
流
れ
落
ち
、
最
悪
の
場

合
は
山
津
波
も
発
生
し
て
し
ま
う
。

　
こ
の
意
見
書
の
信
憑
性
を
見
極
め
る
た
め
、
五
箇
山
の
状
況
を
み

て
み
よ
う
。
農
村
で
は
、
燃
料
と
し
て
藁
、
雑
木
、
屋
敷
林
の
枝
な

ど
を
用
い
て
い
た
。
し
か
し
、
町
方
で
は
そ
れ
ら
が
手
に
入
ら
な
い

た
め
、
外
部
か
ら
薪
を
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
町
方

で
の
薪
の
需
要
は
大
き
く
、
五
箇
山
も
ふ
く
め
た
越
中
国
の
山
間
部
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で
は
、
木
を
伐
り
、
薪
と
な
る
よ
う
な
木
材
を
川
で
下
し
て
現
金
収

入
を
得
て
い
た）
（1
（

。
越
中
国
の
南
東
部
に
連
な
る
立
山
に
お
い
て
も
、

木
材
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
安
永
・
天
明
期
に
は
乱
開
発
に
よ
っ
て

山
の
荒
廃
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
た）
（1
（

。

　
山
間
部
は
乱
伐
が
進
ん
で
荒
れ
て
い
た
の
で
、
大
雨
が
降
れ
ば
、

山
か
ら
河
川
に
向
か
っ
て
土
砂
が
流
れ
落
ち
る
の
は
必
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
河
川
に
も
石
や
砂
が
溜
ま
り
、
川
底

が
高
く
な
っ
て
い
た
。
天
明
三
年
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
山

間
部
に
大
雨
が
降
っ
た
の
で
、
河
川
か
ら
水
が
溢
れ
出
し
て
水
田
に

被
害
が
お
よ
ん
だ
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
、山
崩
れ
だ
け
で
は
な
く
、

水
害
も
自
然
現
象
で
は
な
か
っ
た
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　
老
農
宮
永
正
運
は
、
天
明
三
年
に
凶
作
に
襲
わ
れ
た
こ
と
を
嘆
い

た
。
彼
が
暮
ら
し
た
砺
波
平
野
で
は
、
稲
作
を
め
ぐ
る
景
観
が
次
の

よ
う
に
変
容
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
近
世
前
期
に
は
新
田
開
発
の
時
代
を
む
か
え
、
扇
状
地
、
湧
水
帯
、

大
河
川
の
氾
濫
原
な
ど
が
耕
地
と
化
し
て
い
っ
た
。
近
世
中
期
の
貞

享
～
宝
永
期
に
は
開
発
が
ピ
ー
ク
に
達
し
、
平
野
部
に
は
一
面
に
田

ん
ぼ
が
広
が
っ
た
も
の
の
、
水
害
に
遭
う
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
正
運
が
生
き
て
い
た
天
明
期
に
は
、
五
箇
山
で
山
崩
れ

が
起
き
、
石
や
砂
が
川
を
埋
め
た
こ
と
に
よ
り
、
河
川
の
流
域
で
は

水
害
の
危
険
性
が
よ
り
高
ま
っ
て
い
た
。

　
な
ぜ
山
崩
れ
が
起
き
た
の
か
と
い
え
ば
、
町
方
で
薪
の
需
要
が
大

き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
薪
を
得
る
た
め
、
あ
る
い
は
木
材
を
求
め

る
が
ゆ
え
に
、
山
間
部
で
は
乱
伐
が
進
ん
で
地
盤
が
緩
み
、
石
や
砂

が
川
の
方
へ
と
過
剰
に
流
れ
落
ち
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で

大
雨
が
降
っ
た
た
め
、
山
が
崩
れ
、
さ
ら
に
は
水
害
を
誘
発
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
正
運
も
ふ
く
め
た
砺
波
平
野
の
百
姓
た
ち
は
、
彼
ら

の
気
づ
か
な
い
、
遠
く
て
高
い
所
の
山
の
問
題
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら

日
々
を
過
ご
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
は
た
し
て
、
凶
作
の
根
本
的
な
原
因
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
水
害

の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、七
月
一
〇
・
一
一
日
で
あ
っ
た
。前
述
の
ご
と
く
、

早
稲
で
あ
れ
ば
六
月
下
旬
に
は
刈
り
取
ら
れ
て
い
る
の
で
、
水
害
を

免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
け
れ
ど
も
、
砺
波
平
野
で
は
主
と
し
て
晩

稲
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
水
害
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
受
け
た

と
み
て
よ
い
。

　
一
般
的
に
、
秋
に
は
台
風
の
襲
来
に
よ
っ
て
河
川
が
増
水
し
や
す

く
、
晩
稲
は
そ
の
被
害
を
受
け
や
す
い
。
天
明
三
年
の
水
害
は
、
晩

稲
と
い
う
品
種
に
依
存
し
た
が
ゆ
え
に
抱
え
込
ん
だ
、
い
わ
ば
〈
晩

稲
リ
ス
ク
〉
に
起
因
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
明
三

年
の
凶
作
は
、
人
災
で
あ
っ
た
と
評
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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史
苑
（
第
八
四
巻
第
二
号
）

　
こ
の
イ
ネ
の
品
種
の
問
題
に
つ
い
て
、
正
運
は
、
古
老
の
言
い
伝

え
と
し
て
、
早
稲
か
ら
晩
稲
ま
で
一
四
、一
五
種
、
さ
ら
に
は
二
〇

種
も
作
付
け
る
べ
き
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
の
う
え
で
、
以
下
の
よ
う

に
続
け
た）
（1
（

。

　
そ
の
年
の
気
候
に
よ
っ
て
実
り
の
遅
速
や
豊
凶
、あ
る
い
は
風
難
・

水
難
に
あ
っ
て
も
、
品
種
さ
え
多
く
作
っ
て
お
け
ば
、
五
種
は
災
い

に
遭
っ
て
も
、
五
種
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
概
に
一
種
だ
け

を
作
付
け
し
て
は
い
け
な
い
、
と
。
一
種
に
頼
っ
て
し
ま
う
と
、
凶

作
に
遭
え
ば
被
害
も
増
す
。
そ
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
古
老
の
語
り
を
伝
え
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
稲
作
を
め
ぐ
る
景
観
の
な
か
で
、
も

っ
と
も
変
容
し
た
の
は
田
ん
ぼ
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
手
を
加
え
た
の
が
百
姓
、
い
や
ヒ
ト

（
人
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

《
付
　
記
》

　
本
研
究
は
、JSP
S

科
研
費JP

21K
00874

の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
す
。
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
富
山
大
学
附
属
図
書

館
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し

た
。異
常
気
象
の
問
題
も
含
め
た
天
明
期
の
大
凶
作
に
つ
い
て
は
、

別
稿
「
天
明
期
の
凶
作
と
砺
波
平
野
」（
近
刊
予
定
）
を
用
意
し

て
い
ま
す
。
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波
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の
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農
宮
永
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嘆
き
（
武
井
）
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