
収蔵文書展

江戸時代の村方文書
む ら か た も ん じ ょ

――村の生活と文書――

1993.10.1～12.11 広 島 県 立 文 書 館
も ん じ ょ か ん



は

じ

め

に

広
島
県
立
文
書
館
は
、
今
年
十
月
一
日
を
も
っ
て
開
館
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
間
に
所
蔵
者
の

ご
厚
意
に
よ
っ
て
寄
贈
や
寄
託
を
し
て
い
た
だ
い
た
古
文
書
は
、
一
三
万
点
に
達
し
ま
す
。
そ
の
多
く
は
、

江
戸
時
代
に
庄
屋
な
ど
村
役
人
を
勤
め
て
い
た
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。
今
回
の
収
蔵
文
書
展
で
は
、

こ
れ
ら
江
戸
時
代
の
村
の
公
文
書
、
い
わ
ゆ
る
村
方
文
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
な
ぜ
作
成

さ
れ
、
引
継
が
れ
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
を
探
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
た
文
書
が
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
当
時

の
人
々
が
、
意
識
的
に
文
書
を
残
そ
う
と
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
江
戸
時
代
、
村
役
人
は
、
自
ら
の
村
を

管
理
・
運
営
す
る
上
で
先
例
を
重
視
し
ま
し
た
。
藩
や
郡
役
所
か
ら
回
っ
て
き
た
触
書
や
達
し
は
必
ず
書

き
留
め
保
管
し
て
、
何
か
事
あ
る
と
き
は
取
り
出
し
て
、
職
務
を
遂
行
す
る
際
の
参
考
に
し
ま
し
た
。
中

に
は
、
他
村
と
の
問
で
争
論
が
生
じ
た
場
合
、
証
拠
書
類
と
な
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
自
ら
の
権
益
を

守
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

村
役
人
以
外
の
農
民
も
、
文
字
を
解
せ
な
い
と
多
大
な
損
失
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
農
村
で
も
読
み
書
き
を
教
え
る
寺
子
屋
が
急
速
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
収
蔵
文
書
展
で
は
、
文
書
館
が
古
文
書
を
受
入
れ
る
際
に
、
こ
の
よ
う
に
村
で
長
年
に
わ
た
っ

て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
古
文
書
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た
め
、
ど
の
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る

か
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。
古
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

表紙写真 33 世羅郡敷名村絵図 文政 3年（1820）

「芸藩通志」編集に際して、「国郡志下調べ書出し帳」とともに敷名村から割庄屋に提出された村絵

図の控である。耕地を黄、野
の

山
やま

（農村の所持・利用に委ねられた林野）を緑、御
お

建山
たてやま

・御
お

留山
とめやま

等（藩の

所有・管理下に置かれた林野）を青と色分けした上で、里道・河川・池・寺社・村役人宅・社倉・名勝・

旧城跡などの位置が示されている。左上には、隣村との境界線は確かなものではないため、争論など

の証拠にはならない旨の注記がなされている。
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一
　
村
方
文
書
の
引
継
ぎ

近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
中
世
と
は
比
べ
よ
う
も
な

い
ほ
ど
大
量
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
兵
農

分
離
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
同
一
身
分
の
者
が
集
住
す

る
近
世
社
会
に
お
い
て
、
城
下
町
に
集
住
す
る
支
配
者

で
あ
る
武
士
が
、
そ
の
命
令
を
町
や
村
に
居
住
す
る
領

民
（
商
工
業
者
、
農
民
、「
革
田
」
な
ど
の
被
差
別
民
）

に
伝
え
る
の
に
、
文
書
に
し
た
た
め
て
伝
達
し
、
同
様

に
彼
ら
も
、
武
士
に
訴
え
た
り
歎
願
す
る
場
合
は
文
書

を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
「
文
書
」
に
よ
る
統
治
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
「
文
書
」
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ

て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
や
り
と
り
は
、
村
に
お
い
て
は
庄
屋
な
ど
の
村

役
人
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
庄
屋
は
、
藩
の
命
令
な
ど

を
村
民
に
伝
え
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
勤
め
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
庄
屋
は
こ
れ
を
写
し
て
保

管
し
、
そ
の
後
の
村
を
運
営
す
る
先
例
と
し
た
。
そ
の

他
土
地
・
年
貢
に
関
す
る
文
書
や
、
争
論
に
関
す
る
証

拠
書
類
な
ど
は
、
村
の
存
亡
に
関
わ
る
重
要
な
文
書
と

し
て
意
識
さ
れ
て
大
切
に
保
管
さ
れ
、
庄
屋
が
交
替
す

る
際
に
は
、
そ
の
目
録
と
と
も
に
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
た
。

1 賀茂郡吉川村諸帳面・書類御引渡し之分請取帳ひかへ

寛政 3年（1791）

▲

村
で
作
成
さ
れ
た
文
書
の
中
に
は
、
そ
の
村
で
管
理

さ
れ
、
庄
屋
役
を
交
代
す
る
に
あ
た
り
、
前
任
者
か
ら

引
継
が
れ
、
さ
ら
に
後
任
の
庄
屋
に
引
渡
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
村
民
が
「
村
」
と
い
う
共
同
体

で
生
産
・
生
活
す
る
上
で
、
基
本
台
帳
と
も
な
る
よ
う

な
重
要
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
引
継
文
書
の
請
取
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
は
八
六
点
で
あ
る
。
こ
の
中
で

特
に
目
に
つ
く
の
は
、「
水
帳

み
ず
ち
ょ
う

」（
検
地
帳
）
や
「
免
状

め
ん
じ
ょ
う

」

な
ど
土
地
・
年
貢
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。

4
は
、
福
島
検
地
で
作
成
さ
れ
た
賀
茂
郡
吉
川
村
の

「
検
地
帳
」、
6
は
耕
地
の
所
持
者
ご
と
に
そ
の
石
高
・

反
別
を
集
計
し
た
「
名
寄
帳

な
よ
せ
ち
ょ
う

」
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
は
、

い
ず
れ
も
引
継
文
書
の
目
録
に
も
書
き
上
げ
ら
れ
、
近

世
初
頭
か
ら
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
書
き
加
え
ら
れ

た
り
、
張
り
紙
を
付
せ
ら
れ
て
抹
消
さ
れ
た
り
し
な
が

ら
、
村
で
大
切
に
引
継
が
れ
て
き
た
土
地
の
基
本
台
帳

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
長
年
の
利
用
に
よ
っ
て
表
紙
が
と

れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
表
紙
が
付
け
替
え
ら
れ
て
い
る
。

▲

6 名寄水帳 4 賀茂郡吉川村検地帳
貞享元年（1684） 慶長 6年（1601）
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二
　
年
貢
の
徴
収
と
戸
口
調
査

江
戸
時
代
、
領
主
は
「
村
」
を
単
位
と
し
て
村
民
を

支
配
し
た
。
領
主
か
ら
課
せ
ら
れ
た
年
貢
は
、
村
の
責

任
で
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
（
年
貢
村
請

む
ら
う
け

制せ
い

）、
免
状
の
交
付
が
あ
る
と
、
村
で
支
配
的
な
地
位

に
あ
る
庄
屋
は
、
農
民
へ
の
割
付
、
徴
収
、
上
納
の
全

過
程
を
掌
握
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
を
作
成
し
た
。

村
の
戸
口
調
査
も
庄
屋
に
と
っ
て
重
要
な
職
務
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
戸
口
調
査
に
は
数
年
お
き
に
実
施
さ
れ

る
人
馬
改
め
と
、
毎
年
行
わ
れ
る
宗
旨
改
め
が
あ
っ
た
。

庄
屋
が
作
成
す
る
こ
れ
ら
の
改
め
帳
を
も
と
に
領
主
は

夫ぷ

役や
く

を
徴
収
し
、
家
族
の
異
動
（
出
生
・
移
動
・
死
亡
）

ま
で
も
完
全
に
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。
改
め
帳
作
成
に

当
た
っ
て
、
藩
は
「
革
田
」
を
「
百
姓
」
と
は
別
に
末

尾
に
書
き
上
げ
さ
せ
た
り
、
別
帳
仕
立
て
に
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
村
の
な
か
に
差
別
的
な
身
分
編
成
を
も

ち
こ
ん
だ
。

11 世羅郡敷名村の免状 文政10年（1827）

村の年貢徴収事務は「免状」の交付から始まる。「免」とは年貢率のことで，記載されている「高

ニ付四ツ四歩七厘」とは，敷名村明
あけ

知
ち

方分の高144石 1斗 3合の44.7％にあたる64石 4斗 1升 4合が

「物成
ものなり

」（年貢）であり，「口米
くちまい

」（附加税） 1石 2斗 8升 8合を合わせた「定物成
じょうものなり

」65石 7斗 2合，

及び新開分 3升 4合を合わせた65石 7斗 3升 6合の米を，この年村の責任で納入しなければならない

ことを示している。

12 賀茂郡吉川村の門張り

寛政 4年（1792）

▲

免
状
が
下
付
さ
れ
る
と
、
庄
屋
は
そ
の
年
の
免
を
公

表
し
、
村
民
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
門
前
に
こ
の

「
門も

ん

張ば

り
」
を
掲
示
し
た
。

13 賀茂郡吉川村免割帳 天明 7年（1787）

▲

村
で
は
、
免
状
で
示
さ
れ
た
田
畑
・
屋
敷
に
課
せ
ら

れ
た
定
物
成
以
外
の
、
小
物
成
や
、
村
役
人
の
給
米
、

紙
・
筆
・
墨
・
油
等
の
消
耗
品
費
な
ど
、
村
の
運
営
に

当
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
経
費
（
村
入
用
）
の
諸
負
担

を
、
村
民
一
軒
ご
と
に
割
り
付
け
て
賦
課
す
る
台
帳
と

な
る
「
免
割
帳
」
が
十
月
中
に
作
成
さ
れ
た
。
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14 賀茂郡吉川村免割帳の奥部分 天明 7年（1787）

免割帳の作成にあたっては，村役人の恣意が入り込む余地をなくすため，その村の庄屋・組頭・

長百姓だけでなく，同じ下西条組の原村等の庄屋までもが立ち会って行われた。彼らは帳面に各自

捺印し，その内容を村民にも説明して不服のない証拠として捺印させたのち，郡役所に提出して承

認をうけた。

つ
ぎ
に
、
免
割
帳
に
基
づ
い
て
村
民
一
軒
ご
と
に
「
年

貢
下
札

さ
け
ふ
だ

」
が
作
成
さ
れ
、
納
人
す
べ
き
額
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
文
書
は
、
御
調
郡
栗
原
村
に
高
四
石
七
斗
四
升
五

合
の
耕
地
を
も
つ
尾
道
商
人
灰
屋
甚
七
に
宛
て
ら
れ
た

年
貢
下
札
で
、
諸
出
米
を
合
わ
せ
て
三
石
三
斗
五
升
八

合
余
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
十
二
月
二
十
八
日
に
納

入
が
終
わ
り
、「
皆
済

か
い
さ
い

」
と
な
っ
た
こ
と
が
裏
書

う
ら
が
き

に
記
さ

れ
て
い
る
。

▲

16 御調郡栗原入作年貢下札 享保14年（1729）

18 村方へ投出証文 文久 3年（1863）

▲

不
作
や
そ
の
他
の
理
由
で
年
貢
が
支
払
え
な
い
農
民

は
大
変
不
幸
な
境
遇
と
な
っ
た
。
藩
へ
納
入
す
る
た
め

村
役
人
な
ど
が
一
時
的
に
立
て
替
え
た
米
銀
は
、
田
畑

を
質
入
・
売
却
し
て
ま
で
も
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
高
宮
郡
上
中
野
村
の
新
平
は
、
前
年

の
屋
敷
地
の
年
貢
（
銀
九
一
匁
五
分
八
厘
余
）
を
納
入

で
き
な
い
た
め
、
そ
の
屋
敷
を
村
へ
投
げ
出
し
て
売
却

し
て
も
ら
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
文
書
は
、

同
じ
組
合
の
孫
平
と
連
印
し
て
、
そ
の
事
実
が
ま
ち
が

い
な
い
こ
と
を
誓
約
し
た
証
文
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

証
文
は
、
一
度
紛
失
し
、
再
度
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、

同
じ
内
容
の
も
の
が
提
出
さ
れ
て
も
そ
の
効
力
は
な
い

こ
と
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
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19 人馬改帳 天保 5年（1834）

▲

広
島
藩
の
戸
口
調
査
は
、
寛
文
年
間
か
ら
数
年
お
き

に
行
わ
れ
た
が
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
以
降
は
、

幕
府
の
指
令
に
よ
っ
て
、
子ね

と
午う

ま

の
年
ご
と
、
つ
ま
り
六

年
お
き
に
全
国
的
で
統
一
的
な
人
馬
改
め
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
文
書
は
、
天
保
五
年
に
行
わ
れ
た
人
馬
改
め
帳

で
あ
る
。
男
女
別
に
、
身
分
別
・
職
業
別
の
人
数
を
集

計
し
、
前
調
査
と
の
増
減
を
記
し
て
い
る
。「
浮
世
過

う
き
よ
す
ぎ

」

と
は
「
百
姓
」
が
耕
地
を
手
放
し
て
無
高
と
な
っ
た
も

の
で
あ
り
、「
革
田
」
と
は
藩
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た

被
差
別
民
で
、
治
安
維
持
の
仕
事
を
中
心
と
し
て
、
農

業
や
、
倒
れ
牛
馬
の
処
理
な
ど
の
皮
革
業
に
も
従
事
す

る
人
々
で
あ
る
。
藩
は
「
革
田
」
を
「
百
姓
」
と
は
別

に
末
尾
に
記
す
と
い
う
差
別
的
な
記
載
を
行
わ
せ
、
身

分
差
別
を
固
定
化
し
て
い
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
個
人
が
旅
行
す
る
場
合
、「
往
来
証

文
」
と
い
う
身
分
証
明
書
を
携
帯
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一
般
に
は
旦
那
寺
（
も
し
く
は
庄
屋
）
が
発
行
し
、
本

人
の
住
所
と
名
前
、
宗
旨
名
、
旅
行
目
的
を
記
し
た
あ

と
、
途
中
で
行
き
暮
れ
た
場
合
の
旅
宿
の
世
話
や
、
病

気
や
死
亡
し
た
場
合
の
処
置
（
そ
の
地
の
作
法
に
よ
る

こ
と
）
に
つ
い
て
依
頼
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。

▲

22 往来証文 安政 6年（1859）

24 史事管斑（上） 年不詳
25 続史事管斑（下） 年不詳

▲

村
に
お
け
る
庄
屋
の
職
務
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た

り
、
し
だ
い
に
複
雑
化
し
、
ま
た
そ
れ
を
遂
行
す
る
に

当
た
っ
て
は
前
例
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

庄
屋
の
な
か
に
は
職
務
を
整
理
し
た
手
控
（
マ
ニ
ュ
ア

ル
）
を
作
成
し
て
参
考
に
す
る
者
も
出
て
き
た
。
こ
の

二
冊
は
、
賀
茂
郡
吉
川
村
庄
屋
で
、
同
郡
下
西
条
組
の

割
庄
屋
も
勤
め
た
竹
内
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
庄
屋

の
み
な
ら
ず
割
庄
屋
の
職
務
に
関
す
る
手
控
と
も
な
っ

て
い
る
。
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三
　
村
の
紛
争
と
文
書

江
戸
時
代
の
村
で
は
、
農
業
に
と
っ
て
不
可
欠
な
、

刈
敷

か
り
し
き

肥
料
と
な
る
山
林
の
下
草
や
、
水
の
利
用
に
関
す

る
紛
争
、
土
地
の
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
な
ど
が
絶
え
な

か
っ
た
。
そ
の
調
停
に
あ
た
る
こ
と
は
、
庄
屋
の
大
き

な
職
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
役
所
で
裁
決
が
行
わ
れ
る

と
、
村
民
側
の
出
費
も
多
く
な
り
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
る
た
め
、
な
る
べ
く
そ
の
前
に
当
事
者
間
で
和

解
解
決
（
内
済

な
い
さ
い

）
す
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
た
。
紛
争

の
調
査
で
は
、
当
事
者
か
ら
主
張
を
口
上

こ
う
じ
ょ
う

書
に
し
て
提

出
さ
せ
、
現
地
の
検
分
を
行
う
と
と
も
に
、
古
く
か
ら

争
わ
れ
て
い
る
場
含
な
ど
は
証
拠
書
類
の
提
出
が
命
じ

ら
れ
た
。
村
方
文
書
に
比
較
的
紛
争
に
関
す
る
も
の
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

年
貢
の
割
付
・
取
立
は
庄
屋
の
裁
量
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
た
め
、
そ
の
不
正
を
糾
弾
し
て
、
村
民
が
関
係
文

書
の
公
開
を
迫
る
「
村
方
騒
動
」
も
、
江
戸
時
代
初
期

以
来
各
地
で
頻
発
し
た
。
そ
の
要
求
に
こ
た
え
て
村
の

運
営
や
諸
権
益
に
関
わ
る
文
書
が
村
民
に
公
開
さ
れ
た
。

そ
こ
か
ら
、
村
役
人
以
外
の
農
民
の
中
に
も
文
書
の
内

容
や
文
字
が
理
解
で
き
る
も
の
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。▼

28 水論済口証又（敷名村控） 文政 7年（1824）
水稲生産と灌漑用水とは密接な関係にあり，溜池や井手・堰などの灌

漑施設の利害関係をめぐって，受益農民の間で争論（水論
すいろん

）に及ぶこと
も稀ではなかった。世羅郡敷名村と三

み

谿
たに

郡有原村との間で生じた井手の
利用をめぐる水論は，三谿郡海渡

う と

村庄屋の調停によって和解し，規定書
（済口
すみくち

証文）を取り交すことになった。

右
の
証
文
は
、
将
来
再
び
争
論
が
生
じ
た
場
合
に
は

証
拠
と
な
る
た
め
、
敷
名
村
か
ら
有
原
村
に
あ
て
た
済

口
証
文
も
控
を
と
り
、
有
原
村
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
証

文
、
及
び
同
年
の
他
村
と
の
山
論
の
済
口
証
文
と
一
緒

に
上
の
木
箱
に
入
れ
ら
れ
、
大
事
に
保
管
さ
れ
た
。

賀
茂
郡
田
口
村
と
御
薗
宇

み
そ
の
う

村
と
の
問
に
は
東
子
滝
の

所
属
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
前
年
に
は
冠

か
む
り

村

庄
屋
に
よ
る
調
停
が
あ
っ
た
が
不
調
に
終
わ
り
、
割
庄

屋
吾
一
郎
が
新
た
に
調
査
、
調
停
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ

た
。
田
口
村
側
が
、
東
子
滝
が
自
村
に
所
属
す
る
こ
と

の
証
拠
と
し
て
、
村
で
保
管
し
て
い
る
書
類
か
ら
東
子

滝
に
関
す
る
事
項
を
抜
き
書
き
し
て
提
出
し
た
の
が
こ

の
文
書
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
争
論
に
お
い
て
は
、
藩

へ
提
出
し
た
書
類
や
古
証
文
な
ど
で
、
内
容
に
疑
い
が

な
け
れ
ば
、
証
拠
力
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
保
管
如
何
は
村
の
命
運
を

左
右
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

▲

29 東子滝諸旧記抜写 年不詳
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31 割庄屋東野村太右衛門書状 文化12年（1815）
庄屋などの村役人は私曲も多く，村の運営や村費の不正使用などを糾弾して，村限りの「村方騒動」

が起こることがあった。村役人に疑念を抱く村民たちは，村費の徴収・運用が正しく行われているか，
村役人に免割帳などの関係帳面類の公開を要求した。この書状で，賀茂郡割庄屋東野村太右街門は，隣
村の西野村で，8名の村民が庄屋に不正な銀が渡っていることを疑い，5か年間の帳面類の公開を要求
する不穏な動きがあることを同役六郎兵衛に伝えている。

四
　
村
の
手
習
い

村
役
人
以
外
の
農
民
で
も
、
読
み
書
き
が
で
き
な
い

と
、
納
入
す
る
年
貢
を
庄
屋
に
ご
ま
か
さ
れ
て
も
気
づ

か
ず
、
ま
た
内
容
も
わ
か
ら
ず
に
証
文
に
捺
印
す
れ
ば
、

そ
の
た
め
に
後
々
ま
で
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な

っ
た
。
か
れ
ら
は
、「
生
き
る
た
め
に
」
読
み
書
き
を

習
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
化
・
文
政

期
か
ら
広
島
藩
の
農
村
で
も
寺
子
屋
が
増
加
し
、
経
済

的
な
ゆ
と
り
を
持
つ
農
民
の
子
ど
も
た
ち
は
、
七
、
八

歳
に
な
る
と
近
く
の
寺
子
屋
へ
入
っ
て
勉
強
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
手
本
が
墨
で
黒
く
な
る

ま
で
手
習
い
に
精
を
出
し
た
。

寺
子
屋
で
は
、
教
科
書
と
し
て
「
実
語
経

じ
つ
ご
き
ょ
う

」
や
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
往
来
物
」
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
農

民
の
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
の
ほ
か
、
領
主
に
と
っ
て

都
合
の
よ
い
農
民
の
あ
り
方
や
封
建
道
徳
が
説
か
れ
た

も
の
が
多
く
、
子
ど
も
た
ち
は
、
読
み
書
き
と
と
も
に
、

領
主
に
と
っ
て
従
順
な
年
貢
の
負
担
者
と
な
る
べ
き
教

育
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
学
制
発
布
に
よ
っ
て
、

各
地
で
小
学
校
が
開
校
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
寺
子
屋

が
基
盤
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

35 志和東村六日市
牛馬講市告知張
り紙
年不詳

▼

農
民
は
年
貢
が
払
え
な
か
っ
た
り
、
こ
の
場
合
の
よ

う
に
再
生
産
が
で
き
な
く
な
る
と
、
田
畑
を
売
却
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
証
文
の
文
面
は
通
常
相
手
側
が
作

成
す
る
が
、
売
却
す
る
農
民
も
、
文
字
が
読
め
、
文
章
の

意
味
が
理
解
で
き
、
簡
単
な
計
算
が
で
き
な
い
と
、
文

面
の
内
容
が
わ
か
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
き
な
損

害
を
受
け
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

▲

34 田地永代売切証文 天明 2年（1782）

こ
れ
は
牛
馬
講
市
の
広
告
で
あ
る
。
牛
馬
は
農
耕
に

は
欠
か
せ
な
か
っ
た
が
、
市
は
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外

で
は
開
く
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
必

要
と
あ
れ
ば
内
密
に
、
こ
の
よ
う
な
張
り
紙
で
村
民
に

知
ら
せ
、
公
然
と
開
か
れ
て
い
た
。
農
民
も
文
字
が
読

め
る
こ
と
が
、
日
常
生
活
の
上
で
必
要
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
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こ
の
二
点
は
手
習
い
の
典
型
的
な
手
本
で
あ
る
。

36
は
「
い
ろ
は
」
が
一
枚
の
紙
に
四
字
ず
つ
大
き
く
書

か
れ
、
さ
ら
に
漢
数
字
、
米
麦
や
金
銀
な
ど
の
度
量
衡

単
位
、「
右
之
通
慥

た
し
か
に

受
取
申
侯
」
な
ど
の
文
字
が
つ
づ

い
て
い
る
。
文
字
と
同
時
に
、
日
常
生
活
に
必
要
な
言

葉
や
、
簡
単
な
文
章
の
書
き
方
も
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

37
は
「
源
平
藤
橘
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
姓
名
に
使
用

さ
れ
る
漢
字
の
手
本
で
あ
る
。

こ
れ
を
用
い
た
の
は
、
海
田
市
で
天
下
送
り
役
（
幕

府
の
書
状
や
荷
物
を
継
ぎ
送
る
役
）
を
勤
め
た
神じ

ん

保
屋

ぽ

や

（
千
葉
家
）
の
才
三
郎
と
於お

増ま
す

で
、
男
の
子
も
女
の
子
も

初
歩
で
使
用
す
る
手
本
は
共
通
で
あ
っ
た
。
よ
く
練
習

を
重
ね
た
た
め
か
墨
の
汚
れ
が
目
立
つ
。

▲

36 伊呂波（右） 安政 2年（1855）
37 名頭手本（左） 安政 5年（1858）

42 教訓道しるべ 寛政 3年（1791）

▲
こ
れ
は
、
広
島
藩
が
、
一
揆
な
ど
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
始

め
た
農
村
で
の
封
建
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
寛
政
三

年
に
編
集
の
上
、
刊
行
・
配
布
し
、
村
役
人
な
ど
に
命
じ

て
事
あ
る
ご
と
に
農
民
に
読
み
聞
か
せ
た
も
の
で
、
寺

子
屋
で
も
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、「
孝

順
父
母
」、「
尊
敬
長
上
」
を
始
め
と
す
る
江
戸
時
代
に

生
き
る
人
問
の
あ
り
方
（
封
建
道
徳
）
が
説
か
れ
て
い

る
。
寺
子
屋
で
は
、
実
生
活
に
根
ざ
し
た
、
お
上
の
御

法
度
に
背
か
な
い
従
順
な
農
民
と
な
る
よ
う
な
教
化
教

育
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

46 学務諸書類（第八大区三小区） 明治 6年（1873）

▲

明
治
五
年
の
学
制
発
布
と
と
も
に
、
広
島
県
内
で
は

二
七
〇
も
の
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
沿

革
を
調
査
し
た
書
類
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
寺
子
屋
で

あ
っ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
小
学
校
に
転
換
し
た
も
の
が

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
賀
茂
郡
吉
川
村
に
で
き
た
小

学
校
、
開
明
舎
も
吉
川
村
道
場
（
浄
土
真
宗
の
小
寺
院
）

境
内
に
あ
っ
た
寺
子
屋
が
基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
教
則
は
、
五
十
音
や
人
名
字
と
い
っ
た
寺
子
屋
時

代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
世
界
商

売
往
来
や
世
界
国
尽
と
い
っ
た
、
新
し
い
国
際
社
会
を

意
識
し
た
教
科
書
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
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展示古文書一覧

一　村方文書の引継ぎ

1 賀茂郡吉川村諸帳面・書類御引渡し
之分請取帳ひかへ 寛政 3 竹2520

2 賀茂郡吉川村諸帳面・旧記類并村用
諸道具書出帳 天保 4 竹2890

3 村方帳面・旧記類改めにつき廻状
年不詳 竹2892

4 賀茂郡吉川村検地帳 慶長 6 竹 527

5 賀茂郡吉川村本郷概
ならし

高名寄帳 貞享元 竹 529

6 名寄水帳 貞享元 竹 528

☆ 7 佐伯郡津田村検地帳表紙等欠落につき一札
寛文 6 佐伯町役場文書

8 賀茂郡吉川村明和四年分免割帳等有
無につき書付 寛政 3 竹3817

9 田口村庄屋五郎右衛門書状 年不詳 竹1909

10 役用諸書附扣 寛政 3 竹 136

二　年貢の徴収と戸口調査

11 世羅郡敷名村の免状 文政10 尼 194

12 賀茂郡吉川村の門張り 寛政 4 竹3025

13 賀茂郡吉川村の免割帳 天明 7 竹1491

☆14 賀茂郡吉川村免割帳の奥部分天明 7 竹1491

15 燈油・諸口
もろくち

紙・半紙値段高下につき覚書
年不詳 竹2842

16 御調郡栗原入作年貢下札
享保14 橋本家文書

17 竹内家の年貢下札 安政 2 竹1741

18 村方へ投出証文 文久 3 永 104

☆19 人馬改帳 天保 5 竹1787

20 宗門改寺々人別約
つづ

め帳 天保 3 竹1865

21 送り手形 享和 2 竹3842

22 往来証文 安政 6 竹1873

23 村継ぎ送りの送り出し手形 安政 6 竹1873

24 史事管斑 年不詳 竹 168

25 続史事管斑 年不詳 竹 169

三　村の紛争と文書

26 山論一件書類差出しにつき達し
年不詳 竹2700

27 水論済口証文（有原村） 文政 7 尼 227

28 水論済口証文（敷名村控）文政 7 尼 227

29 東子滝諸旧記抜写 年不詳 竹1914

30 東子滝一件取調べにつき申し上げる頭書
年不詳 竹1914

31 割庄屋東野村太右衛門書状 文化12 竹4000

32 西野村算用につき報告書 文化12 竹4003

☆33 世羅郡敷名村絵図 文政 3 尼 97

四　村の手習い

34 田地永代売切証文 天明 2 竹3579

35 志和東村六日市牛馬講市告知張り紙
年不詳 竹3683

36 伊呂波 安政 2 千 65

37 名頭手本 安政 5 千 66

38 七ついろは 年不詳 尼 5

39 百姓往来 年不詳 尼 4

40 新板改正手習教訓書 年不詳 千 122

41 手習教訓書 天明 2 尼 27

42 教訓道しるべ 寛政 3 尼 3

43 文通大全 享和 3 千 118

44 万家通用増補文章大全 天保 6 千 47

45 女実語教操鑑 天保13 平賀家文書

46 学務諸書類（第八大区三小区）明治 6 竹 ―

竹は竹内家文書，尼は尼子家文書，永は永井家文書，千は千葉家文書の文書番号です。
☆はパネルによる展示です。

※期間中一部の展示資料を入れ替えることがありますので御了承ください。
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古
文
書
の
受
入
れ

県
立
文
書
館
で
は
、
村
方
文
書
な
ど
の
古
文
書
を
受

入
れ
る
と
き
に
、
そ
の
元
々
の
整
理
・
保
存
状
況
を
復

元
す
る
た
め
、
細
か
な
現
状
記
録
を
取
り
ま
す
。
こ
の

現
状
記
録
に
よ
っ
て
、
古
文
書
が
、
庄
屋
な
ど
村
役
人

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
き
た

か
が
、
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
従
前
の
よ
う
な
、
主
題
や
形
態
に
よ
る
古
文
書
の

「
粗あ

ら

仕
分
け
」
は
し
ま
せ
ん
。

当
文
書
館
で
は
、
現
状
記
録
の
一
つ
と
し
て
、
最
初

に
予
備
調
査
を
行
い
ま
す
。
予
備
調
査
に
は
、
二
つ
の

目
的
が
あ
り
ま
す
。

1
　
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
、
文
書
群
の
内
容
や
伝
来

な
ど
を
把
握
す
る
。

2
　
文
書
群
の
保
存
状
況
や
総
量
な
ど
を
調
査
し
、

適
切
な
受
入
れ
計
画
を
立
て
る
。

そ
れ
か
ら
、
古
文
書
を
搬
出
す
る
と
き
に
、
次
の
手

順
で
保
存
状
況
を
記
録
し
ま
す
。

1
　
保
管
場
所
に
お
け
る
古
文
書
の
位
置
を
確
認
し
、

見
取
り
図
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に

番
号
を
つ
け
る
。
ま
た
、
収
納
容
器
に
番
号
を
張

り
付
け
る
。

2
　
搬
出
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
収
納
容
器
を
ス
ケ
ッ

チ
し
、
細
部
に
も
枝
番
号
を
つ
け
る
。
容
器
の
寸

法
や
材
質
も
記
入
す
る
。

3
　
古
文
書
の
保
管
位
置
と
収
納
容
器
を
撮
影
す
る
。

な
お
、
収
納
容
器
の
ま
ま
搬
出
で
き
な
い
古
文
書
は
、

枝
番
号
や
収
納
位
置
な
ど
を
ラ
ベ
ル
に
記
入
し
、
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
箱
に
詰
め
替
え
、
運
び
出
し
ま
す
。

古 文 書 受 入 れ 作 業 の よ う す

1　伊藤家の土蔵遠景
伊藤家文書は，写真左端の白壁の土蔵二階で保
管されていた。ほとんど光も入らず，湿度も一定
で，保存環境は比較的良好であった。

2　古文書の保管状況　（1）
収納容器ごとに番号をつける。搬出できないも

のは，形状をスケッチし，寸法を記入するととも
に，細部には枝番号をつける。

3
　
古
文
書
の
保
管
状
況
　
（2）

写
真
の
ガ
ラ
ス
戸
棚
に
は
、
伊
藤
家
の
家
政
に
関
す
る
帳
簿
類

が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
に
よ
っ

て
い
く
つ
か
の
部
類
分
け
が
さ
れ
て
い
る
。

4　古文書の箱詰め風景
収納容器ごとに，古文書の固まりを崩さないよ

うにして，段ボールの箱に詰め替え，それぞれの
箱にラベルを張る。
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5　箱に張るラベルの様式
段ボールの箱に張るラベルには，まず箱番号と

文書名を記し，つぎに収納容器の番号・枝番号・
収納位置・受入日を記入する。

6　古文書の保管状況　（3）
この小さな櫃

ひつ

にも，伊藤家の家政関係の書類が
入っている。しかも，同類の帳簿類を納めたガラ
ス戸棚の側に置いてある。

7　小さな文書櫃
ひつ

の蓋
ふた

裏の墨書
この写真は，小さな文書櫃の蓋裏とその収納状
況を撮ったもの。収納容器に書かれた情報は，古
文書を整理する上で参考になることが多い。

8　古文書の搬出風景
自動車が門前まで入れないため，農業用の運搬

車で，古文書が入った段ボール箱などを自動車ま
で運ぶ。当家の親類の方のご協力をいただいた。

交通機関

たかの橋

国道２号線

日赤

広島

広

島

大

学

元

安

川

南
大
橋

Ｎ

県立文書館
（広島県情報プラザ）

広島

市役所

広
大
前

広
電
本
社
前

広
電
前

市
役
所
前

※ 1～ 8の写真を掲載するに当たって、所蔵者の
御承諾をいただきました。

広島県立文書館
もんじょかん

の案内

◎開館時間
•月～金曜日 9時～17時
•土曜日 9時～12時

◎休館日
•日曜日、国民の祝日・休日
•年末年始（12月28日～ 1月 4日）

ＪＲ広島駅から
広島港行きバス……広電前下車徒歩 7分
宇品行き路面電車…広電本社前下車徒歩 7分
（紙屋町経由）

駐車場
情報プラザ内駐車場

有料

収蔵文書展　江戸時代の村方文書 ―村の生活と文書―
発行　平成 5年10月 編集・発行　広島県立文書館
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