
　

江
戸
時
代
の
阿
波
公
方
は
、
藩
か
ら
経

済
的
な
し
め
つ
け
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
懐
具
合
は
だ
ん
だ
ん
と
良
く
な
っ
て
い

っ
た
よ
う
で
す
。

　

最
初
は
平
島
公
方
館
周
り
１
０
０
石
の

領
地
の
み
、
加
え
て
必
要
な
時
に
藩
に
頼

ん
で
少
し
ず
つ
借
米
を
し
て
い
た
阿
波
公
方

で
す
が
、
５
代
公
方
義
景
の
時
代
に
追
加

で
毎
年
お
米
１
０
０
石
が
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
８
代
公
方
義
宜
の
代
に
は
七

浦
山
（
阿
南
市
楠
根
町
）
の
薪
を
出
荷
し

た
り
、
農
民
ら
に
貸
し
付
け
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
資
金
運
用
を
行
い
年
間
１
０
０

０
両
ほ
ど
の
収
入
を
得
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
江
戸
時
代
中
期
、
８
代
公
方
義

宜
の
代
に
事
件
が
起
き
ま
す
。
徳
島
藩
主

が
阿
波
公
方
家
に
対
し
て
、
完
全
な
臣
従

を
迫
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
時
の
藩
主
は

10
代
蜂
須
賀
重
喜
。
彼
は
、
秋
田
か
ら
徳

島
ま
で
養
子
に
来
た
若
い
藩
主
で
し
た
。

当
時
徳
島
藩
の
財
政
は
火
の
車
。
そ
れ
を

た
て
直
す
べ
く
重
喜
は
藩
政
改
革
を
強
行

し
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
阿
波
公
方
家
は

藩
か
ら
貸
し
付
け
を
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

実
は
阿
波
公
方
家
は
、
元
将
軍
家
と
い

う
立
場
か
ら
、
徳
島
藩
の
普
通
の
家
臣
と

は
異
な
る
特
別
待
遇
を
い
く
つ
か
受
け
て
い

ま
し
た
。
そ
う
し
た
特
別
待
遇
を
な
く
し

て
完
全
に
蜂
須
賀
家
の
家
臣
に
な
る
の
だ

っ
た
ら
、
財
政
面
を
助
け
て
や
る
ぞ
、
と

い
う
の
で
す
。
ま
ず
は
借
米
の
返
還
免
除
、

そ
し
て
銀
・
白
銀
を
あ
げ
る
か
ら
、
と
藩

は
提
案
し
て
き
ま
し
た
。

　

や
り
と
り
の
末
、
結
局
、
９
５
０
石
の

加
増
、
今
ま
で
の
支
給
分
と
あ
わ
せ
る
と

毎
年
１
０
５
０
石
の
お
米
が
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
代
わ
り
に
元
将
軍

家
の
家
格
の
高
さ
を
象
徴
す
る
金
紋
（
金

色
の
家
紋
）
な
ど
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
財

政
的
に
は
楽
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し

た
待
遇
の
引
き
下
げ
は
元
将
軍
家
と
い
う

特
別
な
身
分
か
ら
、
た
だ
の
一
藩
士
に
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
し
か
し
こ
こ
で
、
こ
の
ま
ま
で
終
わ
ら
な

い
の
が
公
方
家
。
実
は
義
宜
は
、
親
戚
中

に
助
け
を
求
め
る
手
紙
を
送
っ
て
い
ま
し

た
。

　

阿
波
公
方
家
は
阿
波
国
外
に
も
親
戚
が

い
ま
し
た
。
６
代
公
方
義
辰
の
娘
（
７
代

公
方
義
武
の
妹
）
は
、
京
都
の
公
家 

桜
井

家
に
嫁
ぎ
、
そ
の
娘 

松
島
は
後
に
江
戸
城

大
奥
で
権
力
を
ふ
る
っ
た
こ
と
で
有
名
で
す
。

ま
た
松
島
の
姉
妹
も
京
都
の
公
家
や
他
藩

の
藩
主
に
嫁
い
で
い
ま
す
。
逆
に
公
方
も
京

都
の
公
家
か
ら
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
た
り

し
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
や
京
都
に
住
ん
で
い
た
公
方
家
の

親
族
は
連
絡
を
密
に
し
て
、
ど
う
に
か
阿

波
公
方
家
を
助
け
よ
う
と
動
き
出
し
ま
す
。

こ
う
し
た
や
り
と
り
の
手
紙
の
一
部
が
現
在

も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
動
き
が
幕
府
の

裏
側
か
ら
働
き
、
ま
た
急
激
か
つ
高
圧
的

な
藩
政
改
革
に
対
す
る
家
老
た
ち
か
ら
の

内
部
反
発
も
あ
り
、
藩
主
重
喜
は
突
然
幕

府
か
ら
隠
居
を
申
し
渡
さ
れ
ま
す
。

　

結
果
的
に
阿
波
公
方
家
は
、
９
５
０
石

の
加
増
を
得
た
ま
ま
、
特
別
待
遇
は
完
全

復
活
、
阿
波
公
方
家
は
家
臣
で
は
な
く
、

藩
主
の
「
お
客
さ
ん
」
で
あ
る
、
と
い
う

お
墨
付
き
を
も
ら
い
ま
す
。
こ
の
決
定
に
つ

い
て
徳
島
藩
家
老
は
「
き
っ
と
松
島
様
や

京
都
の
阿
波
公
方
家
親
類
の
方
々
も
安
心

「
５
代
公
方　

義よ
し

景か
げ

」「
６
代
公
方　

義よ
し

辰と
き

」

「
７
代
公
方　

義よ
し

武た
け

（
平
島 

熊
八
郎
・
熊
八
）」

「
８
代
公
方　

義よ
し

宜の
り

（
平
島
左
衛
門
）」文

化
振
興
課　

森
脇
　
佳
代
子

阿
波
公
方
列
伝 

（5）

問
い
合
わ
せ

文
化
振
興
課　

☎
22

－

１
７
９
８

さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
ら
の
決
定
は
、
重
喜
の
跡
を

継
い
だ
幼
い
11
代
藩
主
治
昭
が
成
長
す
る

ま
で
の
暫
定
措
置
。
こ
れ
が
後
々
の
禍
根

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
一
方
、
義
宜
は
親
戚
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
脈
も
充
実
さ
せ
て
い
き
ま

す
。
学
問
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
彼

は
京
都
か
ら
名
儒
学
者
で
あ
る
島
津
華
山

を
平
島
公
方
館
に
招
き
、
子
弟
の
教
育
に

あ
た
ら
せ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
問
や

文
学
に
対
す
る
高
い
関
心
は
、
次
の
９
代

義
根
の
代
に
な
り
、
さ
ら
に
花
開
く
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

松島の手紙（部分）
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