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江
戸
時
代
、
津
山
藩
森
家
二
代
藩
主
・

森
長
継
は
、
領
内
の
石
高
を
増
や
す
た

め
、
耕
地
面
積
の
拡
大
を
計
画
し
ま
す
。

し
か
し
山
間
部
の
美
作
国
内
は
、
海
浜

の
埋
め
立
て
な
ど
で
耕
地
面
積
を
広
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
平
地
に
あ

る
屋
敷
を
山
麓
に
移
転
さ
せ
、
そ
の
跡

地
を
水
田
と
す
る
政
策
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
「
山
上
が
り
」
と
い
い
、
各
地

で
大
規
模
な
村
落
移
転
が
行
わ
れ
ま
し

た
。『
美
作
略
史
』
と
い
う
書
物
に
は
、

鏡
野
町
域
で
も
、
山
上
が
り
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
他

に
も
荒
れ
地
を
開
墾
し
て
水
田
を
拡
げ

る
こ
と
も
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
最

も
大
規
模
な
開
墾
が
行
わ
れ
た
の
が
布

原
台
地
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
初
め
頃
、
布
原
台
地
一

帯
は
古
川
村
に
属
し
て
い
ま
し
た
が
、

草
が
生
い
茂
る
荒
れ
地
で
、
牛
飼
場
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
れ
は
水
利
が
不
便
で
、
耕

地
に
適
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き

な
理
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

津
山
藩
の
政
策
に
よ
り
こ
の
地
の
開
墾

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
開
墾
が
行
わ
れ

た
年
は
諸
説
あ
り
、『
作
陽
誌
』
に
は
慶

安
元
年
（
一
六
四
八
）、『
武
家
聞
伝
記
』

に
は
正
保
二
年（
一
六
四
五
）に
始
ま
り
、

翌
年
完
成
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
水
田
を
作
る
に
あ
た
り
、
八
㎞

ほ
ど
離
れ
た
香
々
美
か
ら
水
路
を
引
き

ま
し
た
。
米
が
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
水
利
権
の
確

保
は
村
の
重
要
事
項
で
あ
っ
た
た
め
、

藤
屋
・
香
々
美
中
村
・
市
場
・
公
保
田
・

沢
田
・
沖
の
各
村
を
通
過
す
る
水
路
の

建
設
は
様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
で
き
ま
す
が
、
津
山
藩
の
政
策
に

よ
る
開
墾
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う

な
多
く
の
村
を
経
た
長
距
離
の
水
路
の

建
設
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

開
墾
に
あ
た
っ
て
は
、
布
原
上
か
ら

南
へ
向
け
て
源
三
郎
丁
場
と
一
番
丁
場

か
ら
九
番
丁
場
に
区
画
し
、
工
事
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
現
在
も
地
名
と
し
て
残

る
こ
の
区
画
名
は
、
こ
の
工
事
の
際
に

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ

の
工
事
に
よ
っ
て
、
布
原
台

地
は
約
五
〇
〇
石
（
米
一
石

は
一
〇
斗
）
の
増
収
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
記
録
に

残
る
津
山
藩
森
家
時
代
の
領

地
内
で
の
開
墾
と
し
て
は
最

も
多
い
増
収
で
、
こ
れ
に
次

ぐ
の
が
新
庄
村
の
約
一
九
四

石
で
す
か
ら
、
布
原
の
開
墾

が
い
か
に
大
規
模
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
と
思

い
ま
す
。

　
『
武
家
聞
伝
記
』
に
よ
れ
ば
、
工
事
が

完
了
し
た
翌
年
、
美
作
国
内
の
大
庄
屋

を
通
じ
て
こ
の
新
し
い
土
地
に
住
む
入

植
希
望
者
を
募
集
し
、
二
〇
名
が
選
ば

れ
ま
し
た
。
こ
の
入
植
者
達
は
郡
奉
行

ら
藩
の
役
人
の
立
ち
会
い
の
も
と
、
古

川
村
の
庄
屋
宅
で
く
じ
引
き
に
よ
っ
て

持
ち
分
と
な
る
耕
地
を
決
め
、
開
墾
さ

れ
た
土
地
の
配
分
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
布
原
台
地
に
は
古
川
村
付
属

の
村
と
な
る
布
原
村
が
成
立
し
ま
し
た
。

布
原
村
成
立
の
年
代
に
つ
い
て
も
は
っ

き
り
と
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
布
原

村
銘
細
帳
」（
安
永
六
年
〈
一
七
七
七
〉）

に
、
正
保
年
中
（
一
六
四
四
〜
四
七
）

に
村
号
を
改
め
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す

の
で
、
入
植
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
村

の
形
態
が
整
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
成
立
し
た
布
原
村
は
、
そ

の
後
上
流
の
村
々
と
水
利
権
を
め
ぐ
っ

て
た
び
た
び
紛
争
も
あ
り
ま
し
た
が
、

開
墾
さ
れ
た
水
田
も
近
年
は
道
路
や
店

舗
・
宅
地
に
な
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い

き
、
布
原
の
風
景
も
変
貌
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
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