
編集・発行：五日市郷土館

あきる野市五日市920-1

発行：令和4年5月1日その 35 伊奈村百姓博奕一件証文
ば く ち

解
読
文

指
上
ケ
申
手
形
之
事

一
今
度
藤
右
衛
門
所
ニ

て
善
右
衛
門
は
く
ち
仕
候
ニ

付
而

親
徳
左
衛
門
被
申
上
候
故

御

公
儀
様
へ
可
被
仰
上
と

五
人
組
近
所
之
者
ニ

御
断
被
成
候
ニ

付
キ

右
両

人
之
者
横
沢
村
東
福
院
ヘ
山
林
仕
候

就
其

五

人
組
共
御
出
家
中
頼
入
幷
ニ

宿
中
寄
合

御
訴
詔
申
請
候

自
今
以
後
は
く
ち
之
事
ハ

（
訟
）

不
及
申
ニ

惣
而

御

公
儀
様
御
法
度
之
義
相
背

（
儀
）

申
間
敷
候

若
相
背
申
候
ハ
ヽ
郷
中
寄
合
百

性
中
間
ヲ
御
は
つ
し
被
成

其
上
如
何
様
之
御
仕

（
姓
）

置
被
成
候
共
御
恨
存
間
敷
候

為
後
日
宿
中

連
判
手
形
指
上
ケ
申
候

仍
如
件

天
和
三
年

い
な
村
本
町

亥
ノ
四
月
廿
七
日

藤
右
衛
門
㊞

原
口善

右
衛
門
㊞

五
人
組六

郎
右
衛
門
㊞

同
断

仁
兵
衛
㊞

〃
勘
右
衛
門
㊞

〃
弥
惣
左
衛
門
㊞

〃
五
郎
兵
衛
㊞

〃
五
右
衛
門
㊞

〃
㐂
左
衛
門
㊞

〃
十
郎
左
衛
門
㊞

本
町

証
人

半
兵
衛
㊞

〃
七
郎
兵
衛
㊞

新
丁

〃
藤
右
衛
門
㊞

〃
吉
左
衛
門
㊞

本
町武

兵
へ
㊞

〃
九
兵
へ
㊞

〃
清
右
衛
門
㊞

〃
半
右
衛
門
㊞

〃
与
兵
へ
㊞

〃
八
郎
左
衛
門
㊞

〃
五
郎
兵
へ
㊞

〃
清
兵
へ
㊞

〃
彦
兵
へ
㊞

〃
惣
左
衛
門
㊞

名
主

〃
平
右
衛
門
㊞

兵
左
衛
門
様

〃
三
郎
右
衛
門
㊞

ま
い
る

〃
四
郎
右
衛
門
㊞

口
語
訳

証
文
一
札
指
し
上
げ
ま
す

こ
の
た
び
伊
奈
村
本
町
の
藤
右
衛
門
の
所
で
伊
奈

村
原
口
の
善
右
衛
門
が
ば
く
ち
（
賭
博
）
を
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
善
右
衛
門
の
親
徳
左
衛
門
が
申
し
出
ら
れ
た

の
で
、
御
公
儀
様
へ
仰
せ
上
げ
ら
れ
べ
く
と
五
人
組
と

近
所
の
者
に
お
断
り
な
さ
れ
た
件
に
つ
き
、
藤
右

衛
門
と
善
右
衛
門
の
両
人
横
沢
村
東
福
院
へ



山
林
（
山
林
抖
擻
）
い
た
さ
せ
、
そ
の
事
に
つ
い
て
五
人
組

さ
ん
り
ん
と
そ
う

の
者
達
が

東
福
院
の
僧
へ
頼
み
入
れ
ま
し
た
。
同
時
に

伊
奈
村
の
本
町
宿
中
寄
り
合
い
、
御
訴
訟
を

御
請
け
し
承
知
し
ま
し
た
。
今
後
ば
く
ち
の
事

う

は
申
す
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
御
公
儀
様
御
法

ご

は

っ

度
の
事
に
背
く
よ
う
な
事
は
致
さ
せ
ま
せ
ん
。
も
し
、

と

そ
む

違
背
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
伊
奈
の
郷
中

寄
り
合
い
、
百
姓
仲
間
を
御
は
ず
し
下
さ
れ
、
そ
の
上

ど
の
よ
う
な
お
仕
置
を
成
さ
れ
ら
れ
て
も
、
お
恨
み
致

し

お

き

す
事
は
致
し
ま
せ
ん
。

後
日
の
た
め
宿
中
（
本
町
）
の
者
達
連
判
の

証
文
を
指
し
上
げ
申
し
ま
す
。

（

）

1

6

8

3

天
和
三
年亥

ノ
四
月
廿
七
日

い
な
村
本
町

藤
右
衛
門
㊞

原
口

善
右
衛
門
㊞

（
以
下

名
省
略
）

25

名
主

兵
左
衛
門
様ま

い
る

解

説
博
奕
は
金
品
な
ど
財
物
を
賭
け
て
、
賽
、
花
札
、
双
六
な
ど

ば

く

ち

ざ
い
も
つ

か

さ
い

す
ご
ろ
く

の
遊
戯
の
中
で
勝
負
す
る
こ
と
で
、
そ
の
は
じ
ま
り
は
古
く
、
日

本
で
は『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇

年

月
、
天
皇
が

14

(685)

9

王
卿
を
呼
ん
で｢

博
戯
を
さ
せ
た｣

と
あ
り
、
双
六
を
賽
で
行
っ

お
お
き
ょ
う

は

く

ぎ

た
と
思
わ
れ
、
正
倉
院
に
は
双
六
用
具
一
揃
い
が
あ
る
。
そ
の
こ

ろ
の
賭
博
に
は
牛
、
馬
が
賭
け
ら
れ
た
。
持
統
天
皇

年

に

と

ば

く

3

(689)

は
双
六
禁
止
令
が
出
さ
れ
、
宮
中
賭
博
は
禁
止
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
文
武
天
皇

年

月
に
は
博
戯
で
財
物
を
賭
け
た
者

2

(698)

7

を
処
罰
し
た
。
平
安
時
代
に
は
七
本
賭
博
が
盛
ん
と
な
り
、
鎌

倉
時
代
に
至
り
、
田
地
所
領
を
も
っ
て
双
六
賭
博
を
す
る
も
の

も
あ
り
、
禁
制
の
対
象
と
さ
れ
る
。

室
町
時
代
に
な
る
と
囲
碁
、
双
六
は
は
び
こ
り
諸
将
は
各
領

国
で
賭
博
禁
止
令
を
定
め
て
い
る
た
め
、
戦
国
大
名
に
よ
っ
て
取

締
ら
れ
双
六
は
衰
微
し
た
。
そ
の
後

世
紀
前
半
に
は
ウ
ン
ス

17

ン
カ
ル
タ
や
天
正
カ
ル
タ
が
流
行
し
、
や
が
て

世
紀
初
め
に
は

19

花
札
も
盛
行
し
、
こ
の
カ
ル
タ
が
賭
博
用
と
な
っ
た
。

せ
い
こ
う

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
碁
、
将
棋
も
賭
物
と
し
た
た
め
、

と

ぶ

つ

江
戸
時
代
初
期
次
々
と
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面

庶
民
風
俗
と
し
て
盤
上
遊
戯
が
普
及
し
風
呂
屋
の
二
階
に
は

ば
ん
じ
ょ
う
ゆ
う
ぎ

娯
楽
場
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
楊
弓･

大
黒･
天
狗
頼
母
子･

三
枚
加
留
多･

か

る

た

三
つ
ぼ･

四
つ
ぼ･

源
平･

大
黒
つ
き･
三
笠
付
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種

み

か
さ

づ
け

類
の
博
奕
が
生
ま
れ
て
い
る
。
特
に
三
笠
付
は
百
姓
達
の
間
で

流
行
し
て
お
り
、
江
戸
幕
府
の
禁
止
令
の
触
書
に
多
く
出
て
く

ふ
れ
が
き

る
。博

奕
は
こ
の
地
方
で
も
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
隠
れ
て
行
わ
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
が
賭
博
と
し
て
金
品
や
田
畑
な
ど
賭
け
る
よ

う
に
な
り
、
本
来
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
娯
楽
の
少

な
い
百
姓
達
に
と
っ
て
は
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
古
文
書
に
出
て
く
る
東
福
院
は
、
当
時
大
悲
願
寺

の
塔
頭
（
境
内
の
小
院
）
と
し
て
、
観
音
堂
の
西
南
に
存
在

た
っ
ち
ゅ
う

し
た
。
裏
の
山
林
の
北
側
に
は
両
墓
制
に
よ
る
埋
墓
が
あ

う
め
ば
か

り
、
昼
で
も
寂
し
い
所
だ
っ
た
。
伊
奈
村
本
町
の
藤
右
衛
門

宅
で
博
奕
を
し
た
善
右
衛
門
の
親
徳
左
衛
門
の
訴
え
で
、

両
人
を
、
そ
の
山
林
で
昼
夜
寝
食
さ
せ
、
不
自
由
に
堪
え

な
が
ら
仏
道
に
励
み
、
煩
悩
を
払
う
よ
う
五
人
組
の
人
達

ぼ
ん
の
う

が
東
福
院
へ頼
み
入
れ
た
。

博
奕
は
幕
府
の
禁
令
に
も
背
く
行
為
で
、
毎
年
名
主
が

惣
百
姓
に
読
み
聞
か
せ
る「
五
人
組
帳
前
書
」
に
も
書
か

れ
て
あ
っ
た
。
し
か
し
ど
こ
の
村
で
も
、
山
の
上
の
畑
の
小
屋

や
、
神
社･

御
堂
な
ど
人
目
の
つ
か
な
い
よ
う
な
所
で
博
奕

を
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
旧
家
で
は｢

数
代
前
の
先
祖
が
博

奕
好
き
で
我
が
家
の
田
や
畑
を
手
放
し
た｣

な
ど
の
話
は
よ

く
聞
か
れ
る
。
伊
奈
村
原
口
の
善
右
衛
門
も
相
当
博
奕
に

は
ら
ぐ
ち

の
め
り
込
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
我
家

の
身
上
も
傾
い
て
し
ま
う
と
考
え
た
の
か
、
親
徳
左
衛
門

し
ん
し
ょ
う

は
村
人
達
多
勢
を
ま
き
込
ん
で
息
子
に
仕
置
き
を
与
え
て
、

身
の
振
り
方
を
正
そ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
つ
の
時
代
で
も
変
ら
ぬ
子
を
思
う
親
心
で
あ
っ
た
様

子
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
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