
　

寛
政
の
改
革
で
特
筆
す
べ
き
も
の

は
「
七し

ち

分ぶ

積つ
み

金き
ん

」
で
す
。
こ
れ
は
、

江
戸
の
各
町
内
の
必
要
経
費
で
あ
る

「
町ま

ち

入い
り

用よ
う

」
を
節
約
し
、
そ
れ
を
積

み
立
て
る
も
の
で
す
。
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

は
、

町
入
用
を
３
万
７
千
両
減
額
で
き
る

こ
と
が
分
か
る
と
、
減
額
分
の
７
割

を
積
み
立
て
さ
せ
ま
し
た
。

　

定
信
は
こ
の
お
金
で
、
飢き

饉き
ん

に
備

え
て
江
戸
の
町
人
50
万
人
が
ひ
と
月

食
い
つ
な
げ
る
だ
け
の
籾も

み

を
蓄
え
さ

せ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
籾
の
管
理
を

商
人
に
任
せ
、
米
価
調
整
も
行
い
ま

し
た
。
定
信
は
「
囲か

こ
い

籾も
み

」
を
活
用
し
、

米
価
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
積
み
立
て
た
お
金
を
勘
定

所
御
用
達
商
人
に
運
用
さ
せ
、
積
金

を
増
や
し
ま
し
た
。
積
み
立
て
は
寛

政
３
年
（
１
７
９
１
）
か
ら
明
治
初

期
ま
で
約
80
年
間
継
続
さ
れ
『
楽ら

く

翁お
う

公こ
う

傳で
ん

』
に
よ
れ
ば
、
明
治
７
年
時
点

で
現
金
・
米
・
土
地
な
ど
合
わ
せ
て

１
４
３
万
両
（
１
両
＝
５
万
円
と
し

て
換
算
し
た
場
合
７
１
５
億
円
）
に

の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

　

七
分
積
金
は
ま
さ
に
持
続
可
能
な

政
策
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
巨
額
の

遺
産
を
活
用
し
、
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

は
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

経
済
政
策
で
は
、
商
業
資
本
を
積

極
的
に
活
用
し
た
田た

沼ぬ
ま

意お
き

次つ
ぐ

の
方
が

優
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
も
あ
り
ま

す
が
、
実
際
に
は
定
信
も
巧
み
な
経

済
政
策
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
定

信
の
時
代
に
は
、
幕
府
財
政
も
一
時

期
黒
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

定
信
は
６
年
で
老
中
を
辞
任
し
ま

す
が
、
そ
の
後
も
仲
間
の
老
中
が
幕

閣
に
残
り
、
20
年
ほ
ど
定
信
の
政
策

が
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
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▲寛政３年の町入用内訳
　麻布永松町（東京都港区三田）
　（『大江戸八百八町展』より）
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５
月
５
日
は
「
端た

ん

午ご

の
節
句
」
と

呼
ば
れ
る
季
節
の
節
目
と
な
る
祝
い

日
で
し
た
。
こ
の
日
に
男
の
子
が
勇

ま
し
く
育
つ
よ
う
に
願
い
を
込
め
る

風
習
は
、
江
戸
時
代
に
も
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

白
河
藩
主
・
阿あ

部べ

正ま
さ

静き
よ

の
長
男
、

正ま
さ

功こ
と

（
若
君
様
）
の
初
節
句
の
様

子
が
『
公こ

う

余よ

附ふ

録ろ
く

六
』
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
安
政
７
年
（
１
８
６
０
）

正
月
に
生
ま
れ
た
正
功
の
初
節
句
の

祝
い
は
、
４
月
27
日
か
ら
５
月
６
日

ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
小
峰
城
三
之

丸
に
あ
っ
た
藩
主
の
御
殿
の
門
前
に

は
、
阿
部
家
の
家
紋
を
あ
ら
わ
し
た

幟の
ぼ
り

旗ば
た

の
ほ
か
、
鍾し

ょ
う

馗き

の
幟
旗
や
青せ

い

龍り
ゅ
う

刀と
う

、
鯉
の
ぼ
り
な
ど
が
飾
ら
れ
、
４

日
か
ら
６
日
に
か
け
て
、
家
臣
が
お

祝
い
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

江
戸
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
の

で
き
る
『
東と

う

都と

歳さ
い

時じ

記き

』〈
天
保
９
年

（
１
８
３
８
）〉
に
、
江
戸
の
ま
ち
な

か
に
鍾
馗
の
幟
が
立
つ
様
子
や
武
者

人
形
を
見
る
子
ど
も
た
ち
、
鯉
の
ぼ

り
を
持
つ
人
な
ど
、
節
句
を
祝
う

人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
白
河
の
端
午
の
節
句
は

『
奥お

う

州し
ゅ
う

白し
ら

川か
わ

風ふ
う

俗ぞ
く

問と
い

状じ
ょ
う

答こ
た
え

』〈
文
化
14

年
（
１
８
１
７
）〉
に
「
通
例
か
は

る
事
な
し
」（
一
般
に
行
っ
て
い
る
こ

と
と
変
わ
り
が
な
い
）
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
白
河
の
城
下

で
も
江
戸
と
同
じ
よ
う
な
行
事
を

行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
少
な
く
と

も
飾
り
物
は
、
大
名
家
も
城
下
の
町

民
も
同
じ
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 第

十
四
話

若
君
様
の
初
節
句

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
㉗
２
３
１
０ ▲鯉のぼり

▲青龍刀や吹き流し ▲鍾馗が描かれた幟

※画像は全て『公余附録六』より
　「光
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の

介
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様（正功公）御
おん

幟
のぼり

」（部分）
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