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打
ち

こ
わ
し
に

つ
い
て

坂

東

俊

彦

慶応期 におけ る民衆 の打 ちこわ しについて29

日
本
近
世
の
都
市
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
階
級
闘
争
研
究
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
歴
史
的
役
割
や
社
会
的

位
置
に
つ
い
て
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
打
ち
こ
わ
し
の
行
動
自
体
の
評
価
に

つ
い
て
は
、
都
市
社
会

構
造

の
民
衆
内
部
で
の
社
会
的
矛
盾
や
対
立
に
関
す
る
存
在
証
明
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
「世
直
し
」
の
言
葉

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

(
1

政
治

.
社
会
的
変
革
性
を
重
要
視
す
る
立
場
か
ら
、
打
ち
こ
わ
し
の
行
動
は

「歴
史
的
限
界
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
特
に
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
都
市
の
打
ち
こ
わ
し
は
、
政
治

・
社
会
的
危
機
の
状
況
下
で
の

「世
直

し
」
騒
動
と
い
っ
た
よ

う
な
反
政
治
権
力
的

「暴
動
」
と
し
て
、
民
衆
が
封
建
社
会
の
秩
序
を
克
服
し
て
い
く
変
革
意
識
や
行
動
に
対
し

て
の
補
助
的
な
役
割
し

か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
ま
な
お
民
衆
の
打
ち
こ
わ
し
行
動
自
体
に
対
す
る
意
識
や
そ
の
運
動
構
造
や
論
理
に
即
し
て
検
討
を
お
こ
な

(
2

う
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
点
を
留
意
し
な
が
ら
幕
府
権
力
の
最
大
の
拠
点

で
あ
る
江
戸
に
お
い
て
発
生
し
た
慶
応
二
年
五
月
末
か
ら

六
月
初
め
と
九
月
の
二
度

の
騒
擾
を
中
心
と
し
て
、
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の
民
衆
の
行
動
自
体
の
封
建
制
社
会
に
お
け
る
固
有
な
位
置
や
歴

史
的
意
義
を
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
こ
と
ろ
の
民
衆
の
意
識
と
の
関
連
を
も
含
め
て
分
析
し
た
。

そ
の
結
果
、
第

一
に
慶
応
期
に
は
、
民
衆
は
打
ち
こ
わ
し
の
行
動
を
起
こ
す
に
当
た

っ
て
、
単
純
に
困
窮
の
解
消

の
た
め
に
略
奪
や
放

火
な
ど
を
無
秩
序

に
お
こ
な

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「正
当
性
観
念
」
を
持
ち
、

一
定
の
秩
序
を
も

っ
て
蜂
起
し
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
と
え
ば
天
明
七
年
の
打
ち
こ
わ
し
の
教
訓
か
ら
、
慶
応
期
に
な
る
と
民
衆
の
困
窮
状
況
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ

る
市
中
混
乱
の
防
止
の

た
め
に
、
江
戸
町
会
所
に
よ
る
民
衆
困
窮
時
の
救
済
体
制
が
成
立
し
存
在
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
に
天
保
飢
饅
時
に
お
い
て
そ
の
効

力

を
大
い
に
発
揮
し
、
困
窮
民
に

「御
救
米
」
が
給
付
さ
れ
、
「御
救
小
屋
」
を
建
て
彼
ら
を
収
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
江
戸
に
お

い

て
は
困
窮
民
決
起
の
張
札
が
張
り
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の
騒
擾
は
発
生
し
な
か

っ
た
。
ま
た
慶
応
期
に
お
い

て
も
、
こ
の
時
期
の
米
相
場
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
量
が
天
保
期
の
半
分
の
量
し
か
当
た
ら
な
い
ま
で
も
、

一
、
二
年
と
続
け
て
町
会
所
か

ら

の
銭
の
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
、
さ
ら
に
富
裕
者
の
手
に
よ
り
、
近
隣
住
民
に
限

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
施
行
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
中
で
民
衆
に
と
っ
て
は
困
窮
民
救
済
の
た
あ
の
町
会
所
の
存
在
は
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
困
窮
状
況
の
解
消

の
た
め
だ
け
の
米
穀
略
奪
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

「米
騒
動
」
的
な
行
動
を
起
こ
す
理
由
は

一
応
な
く
な

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
よ
り
民
衆
の
打
ち
こ
わ
し
行
動
に
対
す
る
困
窮
民
の
意
識
も
そ
れ
が
単
純
な
米
穀
の
略
奪
行
為
で
は
な
く
、
行
動
自
体
が
幕
府

権
力
の
よ
う
な
社
会
秩
序
に
対
し
て
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
で
き
る

「正
当
性
観
念
」
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
売
り

惜
し
み
な
ど
に
よ
り
米
価
高
騰
を
招
い
て
い
る
米
穀
商
を
打
ち
こ
わ
す
と
い
う
場
合
、
そ
の
代
表
者
数
人
の
み
が
米
穀
商
の
所
持
し
て
い

る
米
穀
を
井
戸
に
投
げ
込
ん
だ
り
、
道
路
に
撒
き
散
ら
す
な
ど
商
業
上
の
使
用
を
不
可
能
に
す
る
行
動
を
お
こ
な

う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
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こ
れ
は
、
今
挙
げ
た

「正
当
性
観
念
」
に
よ

っ
て
打
ち
こ
わ
し
の
行
動
は
略
奪
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
禁

止

し
て
お
り
、
商
業
上
の
使
用
を
不
可
能
に
す
る
の
み
と
い
う
よ
う
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
要
素
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
か

ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
打
ち
こ
わ
し
の
行
動
自
体
は
自
ら
の
困
窮
状
況
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
い
た
か
ら

で
あ
蕊

・

こ
の
よ
う
な
方
法
的
、
行
動
的
な
制
約
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
中
で
、
民
衆
自
ら
の
困
窮
状
況
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
行
動
が

「打
ち

こ
わ
し
予
告
」
の
張
札
を
張
り
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
も
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
打
ち
こ
わ
し
を
お
こ
な
う
と

い
う
こ
と
で
民
衆
に
集

ま

る
こ
と
を
呼
び
か
け
、
富
裕
者
や
米
穀
商
と
い
っ
た
対
象
者
の
居
宅
の
前
で
群
衆
を
形
成
さ
せ
、
打
ち
こ
わ
し
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な

い
か
と
い
う
強
迫
観
念
に
駆
ら
れ
た
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
者
か
ら
、
施
行
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
慶
応
二
年
の
五
月
と
九
月
の
江
戸
で
の
騒
擾
は
、
政
治
的
動
揺
か
ら
く
る

「世
直
し
」
運
動
と
い
う
よ
う
な
未
来
性
志
向

の
政
治

.
社
会
変
革
性
を
帯
び
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
民
衆
自
ら
が
課
し
た

「正
当
性
観
念
」
を
示
し
な
が
ら
の
現
状
の
困
窮
状
態
を

解
消
す
る
た
め
の
最
良
の
行
動

で
あ
り
、
到
達
点

で
あ

っ
た
。

(註
1

 

(
2

佐

々
木
潤
之
介

は
都
市

に
お
け
る
前
期
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
存
在

認
め
て
い
る
が
、

「
ほ
ん
ら
い
前
期
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
農
民
反
乱

の
体
系

化
を
可
能

な
ら
し
め

る
重

要
な
環

で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
わ
が
国

に
お

い
て
は
、
遂

に
そ
の
こ
と
は
可
能

で
は
な

い
」
と
述

べ
、

前
期
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

限
界
を
も

っ
て
い
た
と
し

て
い
る
。

(
佐

々
木

『幕
末
社
会

論
』
、
塙
書
房

、

一
九
六
九
年

、

六
四
頁
)

民
衆

の
打

ち

こ
わ
し

の
行
動
自

体

の
分
析

に

つ
い

て
は
天
明
七
年

の
打
ち

こ
わ
し

に

つ
い

て
は
岩

田
浩
太

郎
氏
が

「都
市

打
ち

こ
わ

し
の

論
理
構
造

」
(
『
歴
史
学

研
究
』
五

四
七
号
、

一
九

八
五
年

)
、
「
打
ち

こ
わ
し
と
民
衆
世

界
」
(
高
橋
康
夫

・
吉
田
伸
之
編

『
日
本
都
市
史

入
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(
3

門
H

町
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九

〇
年

)
で
お
こ
な

っ
て
い
る
。

打
ち

こ
わ

し
の
導
入

に
は
大

入
道
や
芥
子
坊
主

が
先
頭

に
立

っ
て
打

ち
こ
わ
し
を
す

る
と

い
う
言
い
伝
え

に
よ

る
も

の
を
慶
応

二
年

五
月

の
打

ち

こ
わ

し

で
子

供

の
投

石
や

相
撲
な
ど

を
打
ち

こ
わ
し

の
導

入
と

し

て
い
る

こ
と
か
ら
も
打

ち

こ
わ

し
全
体

が
デ

モ

ン
ス
ト

レ
ー

シ

ョ
ン
で
あ

っ
た
こ
と

が
窺

え
る
。
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