
                              

      
 

史
料
１ 

                        

                              

中
世
文
書
を
読
む
（八
） 

毛
利

も
う

り

輝
元

て
る
も
と

の
手
紙 

こ
れ
は
、
戦
国
大
名
の
毛
利
輝
元
が
出
し
た
手
紙
で
す
。 

こ
の
展
示
で
は
、 

こ
の
文
書
を
題
材
に
、 

文
書
を
読
み
解
く
過
程
を
紹
介
し
、 

謎
解
き
の
楽
し
さ
を 

み
な
さ
ん
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

番
号
順
に
見
て
い
っ
て
ね
。 

   

古
屋
内
蔵
助
の
給
地
の
う
ち
、
宇
と
村
の 

 

田
参
段
と
、
同
じ
く
宇
と
村
の
畠
壱
反
を
、
山
も
い
っ
し
ょ
に 

 

お
ま
え
が
買
っ
た
と
の
こ
と
、
承
知
し
た
。
古
屋
の
売
買
証
明 

 

書
に
従
い
、
お
ま
え
に
給
地
と
し
て
与
え
る
。
な
お
、（
詳
し
く 

 

は
）
長
井
右
衛
門
太
夫
が
申
し
聞
か
せ
る
で
あ
ろ
う
。
謹
言
。 

  

天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年 

 
 

 

六
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 

輝
元
（
花
押
） 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
付
け
紙
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

元
光 

 

（
墨
引
） 

 
 

 
 

児
玉
塩
法
子
殿 

 
 

輝
元 

① 史
料
１
を
今
の
言
葉
に
直
す
と
、 

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 



                              

                              

                              

③ 
 

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、 

次
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

⑴ 

古
屋
内
蔵
助
は
、 

「
宇
と
村
」
に
与
え
ら
れ
た
「
給
地
」
の
う
ち
、 

三
段
の
田
と
一
反
の
畠
を
山
と
共
に 

児
玉
塩
法
子
に
対
し
売
り
渡
し
た
こ
と 

 ⑵ 

毛
利
輝
元
は
、 

そ
の
田
畠
な
ど
を 

児
玉
塩
法
子
の
「
給
地
」
と
し
た
こ
と 

 

② 

 

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、 

次
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

⑴ 

古
屋
内
蔵
助
は
、 

「
宇う

と
村む

ら

」
に
与
え
ら
れ
た
「
給
地

き
ゅ
う
ち

」
の
う
ち
、 

三
段
の
田
と
一
反
の
畠
を
山
と
共
に 

児
玉
塩
法
子

こ
だ
ま
し
お
ほ
う
し

に
対
し
売
り
渡
し
た
こ
と 

 ⑵ 

毛
利
輝
元
は
、 

そ
の
田
畠
な
ど
を 

児
玉
塩
法
子
の
「
給
地
」
と
し
た
こ
と 

 

※１段（反）≒1,188㎡ 

 

③ 毛
利
輝
元
は
、
戦
国
大
名
よ
ね
。 

児
玉
塩
法
子
は
、
こ
れ
ま
で
の 

『
中
世
文
書
を
読
む
』
に
出
て
き
た 

児
玉
さ
ん
家ち

の
子
供
じ
ゃ
ね
。 

「
塩
法
子
」
っ
て
童
名
を
名
乗
っ
と
る
け
ぇ
。 

 

じ
ゃ
ぁ
、「
古
屋
内
蔵
助
」
っ
て
、
だ
れ
？ 

な
ん
て
、
読
む
ん
？ 

④ 「
古
屋
」
の
読
み
は
、 

「
ふ
る
や
」
か
「
こ
や
」
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
。 

「
内
蔵
助
」
は
、「
く
ら
の
す
け
」
と
読
み
ま
す
。 

 

こ
の
五
年
後
の
天
正
19
年
（
１
５
９
１
）、 

古
屋
さ
ん
は
、
別
の
「
給
地
」
を
売
っ
て
い
ま
す
。 

史
料
２
に
よ
る
と
、
場
所
は
不
明
で
す
が
、 

三
段
小

し
ょ
う

※
の
田
と
一
か
所
の
屋
敷
を 

信
常
市
允

の
ぶ
つ
ね
い
ち
の
じ
ょ
う

に
売
り
渡
し
て
い
ま
す
。 

※小＝120歩 

≒396㎡ 

 

⑤ 「
給
地
」
は
、
殿
様
か
ら
も
ら
っ
た 

大
切
な
も
の
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
？ 

売
っ
て
も
い
い
の
？ 

な
ぜ
、「
給
地
」
を
売
っ
た
ん
？ 

売
ら
ん
と
い
け
ん
ほ
ど
、 

お
金
に
困
っ
て
い
た
ん
？ 

⑥ 「
給
地
」
は
、
武
士
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
。 

殿
様
（
主
人
）
へ
の
「
奉
公

ほ
う
こ
う

」
の
証
と
し
て
、 

家
臣
（
従
者
）
が
も
ら
っ
た
「
御
恩

ご
お
ん

」
で
す
。 

こ
の
「
給
地
」
に
基
づ
き
、 

殿
様
は
従
軍
な
ど
の
「
奉
公
」
を
求
め
、 

家
臣
は
年
貢
を
取
っ
て
生
計
を
立
て
、 

「
奉
公
」
に
励
み
ま
す
。 

 

古
屋
（
内
）
蔵
助
の
給
地
の
う
ち
、
田
参

段
小
（
百
二
十
歩
）
と
、
屋
敷
一
か
所
を
、

お
ま
え
が
買
い
取
っ
た
と
の
こ
と
、
承
知

し
た
。
給
地
と
し
て
与
え
る
。
役
目
な
ど

を
し
っ
か
り
と
務
め
よ
。 

  

天
正
拾
九 

 
 

輝
元
公 

 
 

 
 

三
月
二
日 

 

御
判 

 
 

 
 

 
 

 
 

信
常
市
允
と
の
へ 

⑦ 給
地
を
売
っ
て
も
い
い
け
ど
、 

売
っ
た
家
臣
は
、
も
う 

そ
こ
か
ら
年
貢
が
取
れ
ま
せ
ん
。 

年
貢
は
、 

買
っ
た
人
の
も
の
に
な
り
ま
す
。 

 

一
方
、
殿
様
は
、 

給
地
を
買
っ
た
人
を
把
握
し
て
、 

軍
事
に
動
員
し
た
り
、 

諸
税
を
取
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
、 

そ
の
人
に
改
め
て 

「
給
地
」
と
し
て
与
え
ま
す
。 

史
料
１
・
２
は
、
毛
利
輝
元
が 

こ
の
対
応
を
し
た
も
の
で
す
。 

 

古
屋
さ
ん
が 

な
ぜ
「
給
地
」
を
売
っ
た
の
か
、 

売
っ
た
理
由
を
記
し
た
史
料
は 

あ
り
ま
せ
ん
。 

古
屋
さ
ん
に
関
す
る
史
料
は
、 

史
料
１
・
２
の
ほ
か
に
は
、
次
の 

「
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳

も
う
り
し
は
ち
か
こ
く
お
ん
じ
だ
い
ぶ
げ
ん
ち
ょ
う

」

し
か
な
い
ん
で
す
よ
。 

（『萩藩閥閲録』巻44〈信常太郎兵衛〉24） 

史
料
２ 



                              

                              

                              

⑧ 「
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」 

っ
て
、
な
に
？ 

⑨ 毛
利
氏
は
、
天
正

て
ん
し
ょ
う

15
～
20
年
（
１
５
８
７
～
９
２
）
頃 

全
領
国

り
ょ
う
こ
く

規
模
で
検
地

け
ん
ち

を
行
い
ま
す
。 

こ
れ
を
「
惣
国
検
地

そ
う
こ
く
け
ん
ち

」
と
言
い
ま
す
。 

こ
の
惣
国
検
地
の
結
果
を
ま
と
め
た
帳
簿
が 

「
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳

も
う
り
し
は
ち
か
こ
く
お
ん
じ
だ
い
ぶ
げ
ん
ち
ょ
う

」 

（
以
下
「
分
限
帳
」
と
呼
び
ま
す
。）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、
今
回
の
『
中
世
文
書
を
読
む
』
に
登
場
す
る

古
屋
内
蔵
助
、
児
玉
塩
法
子
、
信
常
市
允
に
つ
い
て
は
、 

下
の
表
の
よ
う
に
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

古
屋
さ
ん
は
、
知
行
高
が
29
石
、 

と
て
も
少
な
い
ね
。 

信
常
さ
ん
は
、
そ
の
約
４
倍
の
123
石
余
、 

児
玉
さ
ん
は
、
約
15
倍
の
452
石
余
、 

た
く
さ
ん
の
知
行
（
給
地
）
を 

も
ら
っ
と
る
ん
じ
ゃ
ね
。 

⑩ 古
屋
さ
ん
は
、
知
行
高
が
29
石
、 

と
て
も
少
な
い
ね
。 

信
常
さ
ん
は
、
そ
の
約
４
倍
の
123
石
余
、 

児
玉
さ
ん
は
、
約
15
倍
の
452
石
余
、 

た
く
さ
ん
の
知
行
（
給
地
）
を 

も
ら
っ
と
る
ん
じ
ゃ
ね
。 

⑪ 実
は
、 

二
人
の
知
行
高
は
そ
ん
な
に
大
き
く
な
い
ん
よ
。 

下
の
表
と
グ
ラ
フ
は
、 

分
限
帳
に
記
載
さ
れ
る
知
行
高
を
基
に
、 

ど
の
く
ら
い
の
知
行
高
の
家
臣
が
何
人
い
る
か
、 

数
え
た
も
の
で
す
。 

こ
の
表
と
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、 

児
玉
さ
ん
や
信
常
さ
ん
の
知
行
高
が 

決
し
て
大
き
く
な
い
こ
と
が
分
か
る
じ
ゃ
ろ
。 

家臣名 分限帳の記載氏名

備後国 三谷郡 29石

29石

安芸国 高田郡 68石 3斗5升8合

備後国 恵蘇郡 25石

安芸国 佐西郡 27石 5斗8升6合

安芸国 山県郡 10石

周防国 都濃郡 209石 6斗2升3合

出雲国 神門郡 100石    2升3合

備後国 三吉郡 ９石 3斗

備後国 三谷郡 ２石 2斗8升

452石 1斗7升

備後国 三谷郡 21石    6升

備後国 世良郡 52石 7斗1升5合

備後国 三吉郡 50石    1升5合

123石 7斗9升

関係者の分限帳の記事

古屋内蔵助 古屋内蔵助

児玉塩法子 児玉左衛門太郎
※　塩法子から改

名します。

信常市允 信常市之丞

知行高合計所在地

合　　計

合　　計

合　　計

知行高 人数

29石以下 978 46.24%

30～99石 541 25.58%

100～499石 449 21.23%

500～999石 65 3.07%

1,000～2,499石 49 2.32%

2,500～4,999石 10 0.47%

5,000～9,999石 11 0.52%

10,000～14,999石 5 0.24%

15,000石以上 7 0.33%

合計 2,115 100.00%

93.05%

毛利氏家臣の知行高別人数一覧表

割合

0.57%

0.99%

5.39%

古屋さんが属すのは，ココ 

信常さんと児玉さんが属すのは，ココ 



                              

                              

                              

⑫ ほ
う
じ
ゃ
ね
。
三
人
の
う
ち
、 

最
大
の
児
玉
さ
ん
に
し
て
も
、 

毛
利
家
臣
全
体
で
い
う
と
、 

そ
ん
な
に
大
き
く
な
い
ね
。 

児
玉
さ
ん
・
信
常
さ
ん
・
古
屋
さ
ん
を 

含
め
た
知
行
高
500
石
未
満
の
家
臣
が
、 

全
体
の
93
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を 

占
め
と
る
よ
！ 

⑬ 古
屋
さ
ん
の
よ
う
に 

知
行
高
が
29
石
以
下
の
家
臣
は 

全
体
の
46
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
半
分
ね
！ 

 

戦
国
大
名
毛
利
氏
の
家
臣
団
は
、 

知
行
高
の
小
さ
い
家
臣
が 

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
ん
じ
ゃ
ね
。 

彼
ら
が
主
要
戦
闘
員
で
、 

軍
事
力
の
中
核
と
い
う
わ
け
ね
！ 

⑭ 話
を
古
屋
さ
ん
に
戻
し
ま
す
。 

 

分
限
帳
に
よ
る
と
、
彼
は 

備
後
国
三
谷
郡
（
今
の
三
次
市
南
部
）
に 

所
領
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

そ
の
五
年
く
ら
い
前
の 

天
正
14
年
（
１
５
８
６
）、
彼
は 

「
宇
と
村
」
の
給
地
を 

児
玉
さ
ん
に
売
り
ま
し
た
（
史
料
１
）。 

【
特
別
出
演
】 

み
よ
し
風
土
記
の
丘 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

 

 

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

 

ハ
ニ
ワ
だ
も
ん 

⑮ 僕
ん
家
、
三
谷
郡
に
あ
る
ん
だ
も
ん
。 

近
く
に
、 

「
海
渡
」
っ
て
書
い
て 

「
う
と
」
っ
て
読
む
地
名
が 

あ
る
ん
だ
も
ん
！ 

⑯ 
 

そ
う
な
ん
よ
。 

古
屋
さ
ん
が
児
玉
さ
ん
に
売
っ
た 

「
宇
と
村
」
っ
て
、 

現
在
の
三
次
市
海
渡
町
と
推
定
さ
れ
る
ん
よ
。 

従
来
、「
宇
と
村
」
で
は
な
く
、 

「
宇
今
村
」
と
読
ま
れ
て
い
た
の
で
、 

場
所
が
ど
こ
か
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
。 

「
と
」
と
「
今
」
っ
て
、 

く
ず
し
字
が
似
と
る
ん
よ
ね
ー
。 

      

  

そ
し
て
、 

史
料
１
・
２
で
売
り
渡
し
た
「
給
地
」
を 

合
計
す
る
と
、
下
の
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

田
と
畠
を
併
せ
る
と
、 

サ
ッ
カ
ー
グ
ラ
ン
ド
一
面
が 

ス
ッ
ポ
リ
入
る
大
き
さ
で
す
。 

 
こ
れ
に
山
と
屋
敷
を
加
え
て 

イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
と
… 

「
山
際
の
屋
敷
の
前
に
広
が
る
小
さ
な
谷
と 

 

背
後
の
山
か
ら
成
る
ひ
と
ま
と
ま
り
」 

 

『
く
ず
し
字
用
例
辞
典
』（
近
藤
出
版
社
）
に
加
筆 

史料１ 史料２

田 ３段 ３段小 ６段小 7,524 ㎡

畠 １反 １反 1,188 ㎡

その他 山 屋敷

場所 宇と村 ？

サッカーグランドの国際標準の大きさ

面積合計

山・屋敷

古屋内蔵助が売り渡した給地の面積

※　１段＝360歩（坪）
※　 小 ＝120歩（坪）
※　１坪＝3.3㎡

【参考】

　105ｍ×68ｍ＝7,140㎡

　3.3㎡/歩×360歩/段×６段＝7,128㎡

田６段の大きさ

古
屋
さ
ん
が
児
玉
さ
ん
と
信
常
さ
ん
に 

売
り
渡
し
た
「
給
地
」
っ
て
、 

こ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ⁉

。 

 

つ
ま
り
、
史
料
２
で 

信
常
さ
ん
に
売
っ
た
「
給
地
」
も 

「
宇
と
村
」
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い 

と
思
い
ま
す
。 

 

お
そ
ら
く
、
古
屋
さ
ん
は 

備
後
国
三
谷
郡
「
宇
と
村
」
に 

居
住
し
て
い
て
、 

何
ら
か
の
事
情
で 

「
給
地
」
を
切
り
売
り
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。 


