
２２０１３．１１ 広報なかの

　
江
戸
時
代
に
は
「
年ね

ん

ぐ貢
制
度
」、
今
で
い

う
「
税
制
度
」
が
存
在
し
ま
し
た
。
周
辺
を

山
に
囲
ま
れ
た
信し

な
の
の
く
に

濃
国
で
は
、
江
戸
や
大
坂

な
ど
に
米
を
移
送
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
た
め
、
幕
府
領
で
は
江
戸
時
代
の
初
期
か

ら
、
年
貢
は
米
な
ど
の
現げ

ん
ぶ
つ
の
う

物
納
で
は
な
く
、

現
金
を
納
め
る
金き

ん
の
う納

（
石こ

く
だ
い
の
う

代
納
）
と
し
て
い

ま
し
た
。
幕
府
領
で
あ
っ
た
中
野
地
域
も
例

外
で
は
な
く
、
年
貢
を
納
め
る
た
め
に
は
、

米
な
ど
を
売
っ
て
現
金
に
す
る
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
飯
山
藩
領
で
あ
っ
た
豊
田

地
域
も
、
納
入
さ
れ
た
年
貢
米
の
多
く
は
地

元
で
売
り
払
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

信
州
中
野
の
酒

江
戸
時
代
の
年
貢
制
度

　
江
部
に
あ
る
山
田
家
な
ど
の
地
主
・
豪
農

層
は
、
こ
う
し
た
米
を
買
い
入
れ
て
飯は

ん
ま
い米

と

し
て
販
売
す
る
ほ
か
、
大
量
に
米
を
消
費
す

る
酒
造
を
行
い
ま
し
た
。
凶
作
の
年
は
米
を

つ
ぶ
す
酒
造
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
ま
し
た

が
、
豊
作
の
年
は
酒し

ゅ
ぞ
う
か
ぶ

造
株
を
持
た
な
く
て
も

勝か
っ
て
づ
く

手
造
り
が
許
さ
れ
る
な
ど
、
米
が
経
済
の

基
軸
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
北
信

地
域
の
酒
造
は
地
域
経
済
の
循
環
に
欠
か
せ

な
い
産
業
で
し
た
。

酒
造
り
が
行
わ
れ
た
背
景

　
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
先
祖
の

祭さ

い

し祀
、
婚こ

ん

ぎ儀
な
ど「
家
」に
ま
つ
わ
る
儀
式
が

重
み
を
増
し
、
儀
式
の
際
に
は
、
酒
宴
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
村
の
寄よ

り
あ
い合

や
村

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
立
と

酒
文
化
の
繁
栄

信
州
中
野
に
は

故
郷
の
原
風
景
と
歴
史
と
文
化

そ
し
て

『
旨
い
酒
』
が
あ
り
ま
す

特
集



３ ２０１３．１１広報なかの

祭
り
な
ど
が
盛
ん
に
な
り
、
中
野
地
域
で

は
、
元げ

ん
ろ
く禄
１０
年（
１
６
９
７
年
）か
ら
天て

ん
め
い明
８

年（
１
７
８
８
年
）ま
で
の
約
９０
年
間
で
酒
造

量
が
倍
増
し
て
い
ま
す
。
酒
の
消
費
量
が
増

え
る
に
つ
れ
、
消
費
者
の
動
向
を
見
込
ん
だ

本
格
的
な
酒
造
業
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
山
田
家
の
資
料
に
よ
る
と
、
市
内
で
は
数

カ
村
ご
と
に
小
規
模
な
酒
造
り
が
行
わ
れ
て

お
り
、
中
野
地
域
で
は
、
夜
間
瀬
川
扇
状
地

一
帯
に
、
多
く
の
酒
造
家
が
活
動
を
展
開

し
、
明
治
元
年（
１
８
６
８
年
）に
は
１６
軒
が

酒
造
り
を
行
っ
て
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
豊
田
地
域
で
は
、
天て

ん
め
い明

８

年（
１
７
８
８
年
）に
３
軒
が
酒
造
り
を
行
っ

て
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

信
州
中
野
と
酒

　
明
治
時
代
に
入
る
と
、
交
通
網
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
都
市
圏
へ
の
流
通
が
可
能
に
な

る
と
、
酒
造
り
も
企
業
化
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
市
内
で
酒
造
業
を
営
む
者
も
減
少
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
市
内
で
は
４
つ
の
酒
蔵
と
１
つ
の

ワ
イ
ナ
リ
ー
が
、
中
野
の
気
候
風
土
を
生
か

し
、
伝
統
と
品
質
に
こ
だ
わ
っ
た
酒
造
り
を

行
っ
て
い
ま
す
。各
社
の
特
徴
は
違
っ
て
も
、

共
通
し
て
い
る
の
は
『
旨
い
酒
を
造
る
』
こ

と
。
そ
の
た
め
に
日
夜
、
研
究
と
努
力
を
重

ね
て
い
ま
す
。

　「
人
が
集
ま
っ
て
酒
を
飲
む
―
」
こ
れ
は

江
戸
時
代
か
ら
続
く
中
野
の
文
化
と
も
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
夜
は
歴
史

に
想
い
を
は
せ
な
が
ら
、『
信
州
中
野
の
酒
』

で
グ
ラ
ス
を
傾
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
こ
の
特
集
は
、飲
酒
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

　
２０
歳
未
満
の
方
の
飲
酒
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。


