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成田ゆかりの人物伝（19）【治右衛門と九兵衛】

治
右
衛
門
（
吉
倉
）

と
九
兵
衛
（
赤
荻
）

江
戸
時
代
、
重
税
に
苦
し
む
農
民
た
ち
を
救
お

う
と
、
身
を
犠
牲
に
し
て
立
ち
上
が
っ
た
人
を

「
義
民
」
と
呼
び
、
後
世
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

木
内
惣
五
郎
の
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
も
義
民
が
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
治
右
衛
門
と
九
兵
衛
で
あ
る
。

３
５
０
年
前
、
封
建
時
代
の
重
税
に
対
し

て
御
法
度
の
直
訴
を
し
て
一
家
処
刑
の
身
と

な
り
、
全
国
の
義
民
の
象
徴
と
し
て
尊
敬
を

受
け
て
い
る
木
内
惣
五
郎
に
つ
い
て
は
、
つ

と
に
有
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
成
田
に
お
い
て
起
き
た
事
件

で
、第
二
、第
三
の
惣
五
郎
と
も
い
う
べ
き
義

民
が
い
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
つ
は
、
万
治
元
年
（
一
六
五
九
）
に
起

こ
っ
た
治
右
衛
門
事
件
で
あ
る
。

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
昭
和
７
年
度
編

纂
「
遠
山
読
本
稿
巻
六
」
に
、『
法
華
塚
治
右

衛
門
塚
の
由
来
』
と
い
う
一
文
が
載
っ
て
い

る
。「

治
右
衛
門
は
現
遠
山
村
旧
幕
時
代
西
吉

倉
村
の
名
主
に
て
野
馬
の
民
地
被
害
の
訴
え

に
よ
り
村
民
の
為
、
身
を
犠
牲
と
し
て
一
族

を
刑
死
せ
し
め
た
る
義
農
な
り
と
す
」
と
い

村
民
の
た
め
に
働
き

一
族
が
法
華
塚
で
処
刑
さ
れ
る

う
く
だ
り
か
ら
始
ま
る
。

読
本
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
と
、
吉

倉
村
（
元
東
西
両
村
に
分
か
れ
て
い
た
）
に

卯
酉
新
田
と
称
し
て
、
幕
府
役
人
の
小
宮
山

杢
之
進
が
開
墾
さ
せ
た
土
地
が
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
耕
地
に
野
馬
の
入
り
込
む
こ
と

が
し
ば
し
ば
で
作
物
に
甚
だ
し
き
損
害
を
与

え
て
い
た
。
両
村
民
は
こ
の
こ
と
を
憂
え
て

野
馬
方
奉
行
に
訴
え
た
が
、
公
儀
に
お
い
て

は
こ
の
こ
と
が
一
切
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
西
村
の
名
主
治
右
衛
門
、
東

村
の
名
主
六
兵
衛
は
村
民
を
代
表
し
て
、

共
々
こ
の
訴
え
の
実
現
に
尽
力
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
東
村
の
名
主
六
兵
衛
は
、
途
中

か
ら
自
分
の
利
益
に
走
り
野
馬
掛
の
牧
士
と

結
託
し
て
農
民
を
裏
切
り
両
村
民
の
苦
し
み

を
全
く
顧
み
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
ま
た
ま
、
公
儀
よ
り
そ
の
被
害
状
況
を

調
査
見
聞
す
る
と
い
う
沙
汰
が
あ
っ
た
。
六

兵
衛
は
こ
の
機
会
に
公
儀
に
恩
を
売
り
込
も

う
と
公
儀
役
人
と
示
し
合
せ
、
そ
の
前
夜
ひ

そ
か
に
一
族
を
集
め
て
耕
地
に
接
す
る
牧
場

の
土
堤
を
壊
し
て
野
馬
を
耕
地
に
入
り
込
ま

せ
、
村
民
の
耕
地
は
野
馬
の
入
地
な
る
様
に

見
せ
か
け
る
工
作
を
し
て
し
ま
っ
た
。
果
た

し
て
翌
日
の
検
分
は
、
野
馬
の
入
り
込
み
状

況
よ
り
見
て
、
こ
の
場
所
は
野
馬
の
入
地
な

り
と
決
定
さ
れ
、
東
西
吉
倉
両
村
民
の
申
し

出
は
一
切
成
り
立
た
な
い
と
い
う
苦
境
に
追

い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

西
村
名
主
の
治
右
衛
門
は
、
そ
の
不
当
を

強
く
訴
え
た
が
、
逆
に
公
儀
に
迷
惑
を
か
け

る
不
届
き
者
と
し
て
入
牢
に
処
せ
ら
れ
る
身

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
治
右
衛
門
は
、
牢
屋
で
日
夜

お
経
を
唱
え
て
、
役
人
た
ち
が
禁
止
を
命
じ

て
も
聞
き
い
れ
ず
『
我
今
罪
な
く
牢
獄
に
つ

な
が
る
身
の
死
す
る
を
い
と
わ
ざ
る
も
村
民

の
難
儀
を
救
わ
ざ
れ
ば
や
ま
ず
』
と
な
お
一

層
大
声
で
読
経
を
続
け
た
。
役
人
ど
も
は
大

い
に
怒
っ
て
、
遂
に
一
族
を
某
年
３
月
15
日

（
旧
暦
）
法
華
塚
に
お
い
て
処
刑
し
た
の
で
あ

る
。
村
民
は
こ
の
出
来
事
を
伝
承
し
、
そ
の

徳
を
慕
い
ひ
そ
か
に
墓
標
を
建
て
「
治
右
衛

門
塚
」
と
称
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
明
治
31

年
３
月
15
日
、
村
民
は
こ
の
墳
墓
を
整
備
し

石
碑
を
建
て
て
治
右
衛
門
一
族
の
霊
を
慰
め

た
の
で
あ
る
。

百姓一揆については成田市史（中
世・近世編）にまとめられている

吉倉にある治右衛門塚
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大
野
政
治
著
『
名
主
治
右
衛
門
』（
房
総
展

望
）、
甲
田
健
之
助
口
述
『
名
主
治
右
衛
門
冤

罪
の
事
』
に
そ
の
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。

３
人
目
の
惣
五
郎
と
も
い
う
べ
き
人
物
は
、

赤
荻
（
現
成
田
市
赤
荻
）
の
九
兵
衛
で
あ
る
。

小
倉
博
著
『
成
田
寺
と
町
ま
ち
の
歴
史
』

（
聚
海
書
林
）
か
ら
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な

次
第
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
、
災
害
が
多
く
、
特
に
天
明

３
年
（
一
七
八
三
）
の
利
根
川
の
洪
水
は
、

各
地
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
佐
倉

藩
内
の
印
旛
・
埴
生
・
千
葉
、
３
郡
の
被
害

も
ひ
ど
く
、
大
凶
作
と
重
な
り
世
情
は
不
安

一
揆
の
頭
取
と
な
っ
た

九
兵
衛
は
永
牢
の
身
と
な
る

と
動
揺
で
、
３
郡
１
２
４
カ
村
に
及
ぶ
農
民

一
揆
に
ま
で
発
展
し
た
。
そ
の
首
謀
者
の
一

人
が
、
埴
生
郡
赤
荻
村
の
九
兵
衛
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に
一
揆
を
起
こ
し
た
の
は
、
西
郷

筋
（
現
佐
倉
市
臼
井
よ
り
西
方
）
と
印
西
筋

（
現
印
西
市
、
印
旛
村
、
本
埜
村
）
の
村
々
で

あ
っ
た
。

農
民
た
ち
は
佐
倉
城
の
田
町
門
近
く
へ
押

し
か
け
た
。
そ
の
数
は
約
千
人
に
達
し
た
。

農
民
の
要
求
は
「
年
貢
米
の
未
納
分
を
納
め

よ
う
に
も
大
凶
作
で
米
が
な
い
。
米
の
代
わ

り
に
米
50
俵
分
を
金
10
両
に
換
算
し
て
金
で

納
め
た
い
。
そ
れ
も
10
年
間
分
納
に
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
凶
作
に
よ

り
来
年
の
種
も
み
も
不
足
し
、
か
つ
米
価
が

高
騰
し
て
金
納
の
方
が
安
い
た
め
で
あ
る
。

当
時
は
、
13
俵
か
ら
14
俵
で
10
両
替
え
が

相
場
で
あ
り
、
年
貢
未
納
分
が
百
俵
と
す
れ

ば
、
金
納
の
場
合
75
両
前
後
を
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
50
俵
10
両
替
え
の
要

求
が
通
れ
ば
、
20
両
で
す
む
計
算
で
あ
る
。

し
か
し
、
佐
倉
藩
と
し
て
も
、
財
政
難
か

ら
要
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
農
民
と
徹
夜
の
交
渉
の
結
果
、
双
方

が
歩
み
寄
り
27
俵
10
両
替
え
で
年
貢
未
納
分

を
金
納
と
す
る
こ
と
に
落
着
し
、
農
民
た
ち

は
帰
郷
し
た
。

し
か
し
、
今
度
は
成
田
筋
の
村
々
に
一
揆

が
起
こ
っ
た
。

成
田
筋
と
は
、
現
在
の
成
田
市
と
富
里
町

の
一
部
を
加
え
た
地
域
で
あ
る
。
彼
ら
は
赤

荻
村
九
兵
衛
を
頭
取
と
し
、
同
村
の
吉
祥
院

（
現
在
は
廃
寺
）
に
結
集
。
佐
倉
城
下
に
入

り
、
追
手
門
へ
押
し
寄
せ
た
。
人
数
は
約
４

０
０
人
。

成
田
筋
の
要
求
は
、
西
郷
筋
の
よ
う
に
未

納
金
を
金
納
で
と
い
う
の
で
は
な
く
、
米
納

す
る
が
、
来
年
秋
か
ら
15
年
分
納
で
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

佐
倉
藩
と
し
て
は
、
西
郷
筋
・
印
西
筋
の

村
々
が
27
俵
10
両
替
え
で
金
納
す
る
こ
と
で

妥
結
し
た
の
だ
か
ら
、
成
田
筋
も
そ
れ
に
同

意
す
る
よ
う
に
説
得
し
た
。
し
か
し
、
九
兵

衛
は
じ
め
赤
荻
村
権
右
衛
門
・
寺
台
村
六
右

衛
門
ら
代
表
は
農
民
の
悲
惨
な
現
状
は
と
て

も
こ
の
案
で
は
救
え
な
い
と
こ
れ
を
拒
否
。

あ
く
ま
で
米
納
で
、
か
つ
15
年
分
納
を
要
求

し
た
。

天
明
４
年
正
月
元
旦
、
藩
の
意
向
も
強
硬

で
、
同
じ
領
内
で
あ
る
か
ら
成
田
筋
だ
け
特

別
扱
い
で
き
な
い
と
決
定
し
た
。
こ
の
た
め

成
田
筋
の
農
民
は
や
む
な
く
27
俵
10
両
替
え

を
受
け
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
帰
っ
た
。

し
か
し
、
佐
倉
藩
が
こ
の
一
揆
を
容
認
す

る
わ
け
が
な
く
、
先
崎
村
丈
七
と
赤
荻
村
九

兵
衛
の
頭
取
２
人
は
永
牢
、
寺
台
村
六
右
衛

門
・
赤
荻
村
権
右
衛
門
ら
は
村
払
い
（
追
放
）

と
、
そ
の
代
表
者
が
厳
重
な
処
罰
と
な
っ
た
。

天
明
５
年
、
九
兵
衛
へ
の
申
し
渡
し
状
は
次

の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

赤
荻
村
九
兵
衛
へ
申
し
渡
す

そ
の
方
こ
と
、
去
る
天
明
３
年
12
月
28
日

寺
台
村
に
行
き
六
右
衛
門
と
相
談
し
、
百
姓

ど
も
へ
そ
の
方
頭
取
に
て
不
納
米
年
延
の
件

に
つ
き
直
訴
の
儀
を
申
し
す
す
め
、
村
々
へ

も
申
し
つ
ぎ
、
翌
29
日
大
勢
で
出
訴
い
た
し

た
こ
と
、
白
状
に
お
よ
ん
だ
。
百
姓
直
訴
の

儀
は
重
き
ご
法
度
で
あ
り
、
右
の
次
第
ふ
と

ど
き
に
つ
き
死
罪
を
仰
せ
つ
け
べ
く
と
こ
ろ
、

格
別
の
ご
慈
悲
を
も
っ
て
永
牢
申
し
つ
け
る

も
の
な
り
。
ま
た
、
田
畑
・
山
林
・
屋
敷
は

没
収
。
家
財
は
親
に
渡
す
が
、
家
族
は
村
払

い
を
申
し
つ
け
る
。

こ
う
し
て
農
民
を
救
う
た
め
に
、
一
揆
の

指
導
者
と
な
っ
た
九
兵
衛
は
、
永
牢
の
身
と

な
っ
て
天
明
６
年
２
月
７
日
に
獄
死
し
た
。

＊

西
吉
倉
の
治
右
衛
門
、
赤
荻
村
の
九
兵
衛

も
、
木
内
惣
五
郎
に
劣
ら
な
い
立
派
な
成
田

の
義
民
で
あ
る
。
わ
が
身
を
顧
み
る
こ
と
な

く
、
人
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
義
民
の
心

は
、
時
代
を
こ
え
て
伝
え
て
い
き
た
い
も
の

で
あ
る
。（
文
中
敬
称
略
）

天明3年の百姓一揆を記した「年寄部屋日記」

吉祥院跡と思われる赤荻保育園


