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〈今治歴史散歩〉

第
十
八
回

　
今
治
地
方
の
税
の
ル
ー
ツ

　

律
令
政
治
と
は
、
刑
罰
を
定
め
た
律
と
政
治
の
し
く
み
を

定
め
た
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
政
治
を
い
い
ま
す
。
わ
が
国

で
は
、
飛
鳥
時
代
の
大た
い

宝ほ
う

律
令
（
七
〇
一
年
）
に
よ
っ
て
、

こ
の
政
治
が
確
立
し
ま
す
。
大た
い

化か

の
改か

い

新し
ん

（
六
四
五
年
）
以

降
、
土
地
や
人
民
を
国
家
が
直
接
統
治
す
る
公
地
公
民
の
原

則
が
打
ち
出
さ
れ
、
中
国
唐
の
制
度
に
習
っ
た
国
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
律
令
国
家
の
根
幹
制
度
の
一
つ
が
班は
ん

田で
ん

収
し
ゅ
う

受じ
ゅ
の
ほ
う
法
で
し
た
。

戸
籍
に
基
づ
い
て
人
民
に
は
口く

分ぶ
ん

田で
ん

が
与
え
ら
れ
、
租
・
庸
・

調
な
ど
の
税
が
課
さ
れ
ま
す
。
租
は
収
穫
物
の
約
三
％
に
当

●
律
令
時
代
の
税
制
と
今
治
地
方

た
る
稲
、
調
は
絹
織
物
な
ど
の
地
方
の
特
産
物
、
庸
は
労
役

の
代
わ
り
に
布
や
米
を
納
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
他
に
も
、

地
方
労
役
の
雑ぞ
う

徭よ
う

や
春
に
稲
が
強
制
的
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
、

秋
に
利
子
を
加
え
て
返
納
す
る
出す
い

挙こ

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

律
令
制
下
の
伊
予
国
で
、
今
治
地
方
は
野
間
郡
と
越
智
郡

の
二
郡
か
ら
な
り
、郡
の
下
に
は
郷ご
う（
里り

）が
置
か
れ
ま
し
た
。

越
智
郡
に
は
国
府
が
置
か
れ
た
こ
と
で
、
伊
予
国
一
四
郡
で

は
最
多
の
一
〇
の
郷
【
朝
倉
・
高
市
・
桜
井
・
新に
い

屋や

・
拝は

や

志し

・
給こ

お

理り

・
高
橋
・
鴨か

ん

部べ

・
日
吉
・
立
花
】
を
有
し
、
野
間

郡
に
は
五
つ
の
郷
【
宅た
く

万ま

・
英あ

が

多た

・
大
井
・
賞さ

が

多た

・
神か

ん

戸べ

】

が
あ
り
ま
し
た
（
平
安
時
代
の
辞
書
『
和わ

名
み
ょ
う

類る
い

聚
じ
ゅ
う

抄し
ょ
う』

に

よ
る
）。
国
府
は
現
在
の
県
庁
所
在
地
に
相
当
し
、
そ
の
首

長
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
貴
族
の
国こ
く

司し

で
し
た
。
県
庁
舎

に
あ
た
る
伊
予
国こ
く

衙が

の
場
所
は
い
ま
だ
謎
の
ま
ま
で
す
。
八

世
紀
半
ば
に
は
、
そ
の
国
衙
の
近
く
に
伊
予
国
分
寺
が
造
立

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

租
と
出
挙
を
併
せ
た
も
の
を
正
税
と
い
い
、
こ
れ
は
地
方

役
所
の
倉
庫
に
留
め
お
か
れ
、
朝
廷
の
管
理
下
に
お
か
れ
ま

し
た
。
す
べ
て
が
地
方
の
財
源
と
は
な
ら
ず
、
一
部
は
精
米

を
行
っ
て
都
へ
送
ら
れ
、
役
人
の
給
与
や
役
所
の
運
営
費
な

ど
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
国
司
は
正
税
の
収
支
報
告

書
を
都
へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
付
属
帳
簿
の
一
つ
「
伊
予
国
正
税
出
挙
帳
」
が
、
奈

良
の
東
大
寺
正
し
ょ
う

倉そ
う

院い
ん

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
奈
良

時
代
の
天て
ん

平
ぴ
ょ
う

八
（
七
三
六
）
年
の
記
録
で
、
当
時
の
出
挙

や
倉
庫
の
状
態
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
署
名
を
行
っ
た
郡ぐ
ん

司じ

に
、
大た

い

領り
ょ
うの

越お

智ち
の
あ
た
い直

広
国
と
主し

ゅ

政せ
い

の
越
智
直
東
人
の
名

が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
帳
簿
が
越
智
郡
の
も
の
と
分

か
り
ま
す
。
一
般
に
郡
司
は
地
方
豪
族
が
担
い
、
大
領
・
主

政
は
そ
の
官
職
で
、
伊
予
で
主
政
が
置
か
れ
た
の
は
越
智
郡

だ
け
で
し
た
。

　

こ
の
帳
簿
は
、
越
智
氏
の
活
動
を
示
す
最
初
期
の
史
料
で

あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
当
地
方
で
同
氏
が
力
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
証
拠
と
も
い
え
ま
す
。
越
智
氏
の
ル
ー
ツ
は
、

古
墳
時
代
に
大
和
朝
廷
の
臣
下
で
も
あ
っ
た
乎お

致ち
の
み
こ
と
命
（
物も

の

部の
べ

氏
系
）
と
さ
れ
、
子
孫
は
直
な
ど
の
世せ

襲し
ゅ
うの

姓
か
ば
ね

を
も
ら
っ
て

地
方
官
の
役
割
を
担
っ
た
よ
う
で
す
。
飛
鳥
時
代
に
は
、
白は
く

村す
き
の
え江
の
戦
い
（
六
六
三
年
）
で
唐
の
捕ほ

虜り
ょ

と
な
る
も
、
船
を

こ
し
ら
え
て
無
事
に
帰
国
し
た
越
智
直
守
興
の
伝
説
が
あ
り

ま
す
。

●
伊
予
国
正し
ょ
う

税ぜ
い

出す
い

挙こ

帳ち
ょ
うと
越
智
氏

大
　
成
　
経
　
凡

　

今
治
の
埋
も
れ
た
、
魅
力
あ
る
歴
史
文
化

を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
第
十
八
回
は
、

租そ

・
庸よ

う

・
調

ち
ょ
う
に
代
表
さ
れ
る
古
代
の
律り

つ

令
り
ょ
う

税
制
の
一
端
を
紹
介
し
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代

ご
ろ
の
今
治
地
方
の
先
人
の
暮
ら
し
を
歴
史

散
歩
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊予国分寺塔跡（今治市国分／国指定史跡）
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り
主
が
葛
木
部
の
龍
／
六
丈
の
長
さ
は
約
一
七
ｍ
八
〇
㎝
）。

　

ま
た
、
京
都
の
長
岡
京
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
「
伊
与

国
越
智
郡
朝
倉
村
物も
の

部
の
べ
の

家い
え

公き
み

戸
白
米
伍ご

斗と

」
が
記
さ
れ
、

こ
れ
は
朝
倉
村
（
郷
）
か
ら
長
岡
京
に
米
が
運
ば
れ
た
こ
と

を
示
す
荷
札
で
す
（
送
り
主
が
物
部
家
公
の
戸
／
五
斗
は
現

在
の
二
斗
で
約
三
〇
㎏
）。
長
岡
京
は
七
八
四
年
か
ら
約
十

年
間
存
在
し
た
都
で
、
木
簡
以
外
に
も
焼
塩
壺つ
ぼ

と
称
さ
れ
る

食
塩
運
搬
用
の
土
器
も
多
く
見
つ
か
り
、
こ
れ
と
類
似
す
る

も
の
が
清
水
地
区
の
四よ

村む
ら

額が
く

ヶが

内う
ち

遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま

す
。
今
治
地
方
か
ら
、
調
の
塩
が
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
ま
す
。

　

今
治
地
方
の
織
物
の
ル
ー
ツ
を
知
る
う
え
で
も
興
味
深
い

資
料
が
、
東
大
寺
正
倉
院
に
残
さ
れ
る
調
絁
で
す
（
絁
は
絹

織
物
の
一
種
）。
こ
の
中
に
「
伊
豫
國
越
智
郡
石
井
郷
戸
主

葛か
つ
ら

木ぎ

部べ
の

龍
り
ゅ
う

調
六
丈じ

ょ
う
　

天
平
十
八
（
七
四
六
）
年
九
月
」
と

記
さ
れ
た
平
絹
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、石
井
郷（
近
見
地
域
か
）

の
絹
織
物
が
都
へ
納
め
ら
れ
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
養
蚕
と

製
織
技
術
が
今
治
地
方
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
（
送

●
正
倉
院
の
調
絁あ
し
ぎ
ぬと
長
岡
京
出し
ゅ
つ

土ど

木も
っ

簡か
ん

　

し
か
し
、
以
上
の
税
制
は
人
民
に
と
っ
て
負
担
が
大
き

く
、
土
地
か
ら
逃
げ
出
す
も
の
も
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
朝
廷

は
、
不
足
す
る
口
分
田
と
財
源
を
増
や
そ
う
と
、
苦
肉
の
策

で
七
四
三
年
に
墾こ
ん

田で
ん

永え
い

年ね
ん

私し

財ざ
い
の
ほ
う
法
を
出
し
ま
す
（
荘
園
制
の

始
ま
り
）。
そ
の
矛
盾
と
動
揺
の
表
わ
れ
と
し
て
、
瀬
戸
内

海
で
は
し
だ
い
に
海
賊
が
横
行
し
、
公
私
に
関
係
な
く
船
が

襲
わ
れ
て
朝
廷
を
悩
ま
せ
ま
す
。
宮
崎
村
（
波
方
町
）
の
海

賊
が
史
書
『
三さ
ん

代だ
い

実じ
つ

録ろ
く

』
に
登
場
す
る
の
は
、
平
安
時
代
の

八
六
七
年
の
こ
と
で
し
た
。
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