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１ 江戸幕府の成立について，次のことがらを調べてまとめましょう。 

 

 【身分制度】 

 

○ 江戸幕府は，
ぶ

武
し

士（士）が農民（農），町人（工・商） 

 などの人々を支配する身分制度をつくり上げました。 

 

〔問１〕右の円グラフのア・イ・ウに，武士・農民・
ちょう

町
にん

人 

   のどれかをかきなさい。（その他は，
く

公
げ

家・
そう

僧・ 
しん

神
かん

官，

   農民・町人とは別の身分とされた人など）  

 

84%

6 3

7

 

 

 

 

 

 

 

 
ア  イ  ウ  

 

 

 

 【大名のとりしまり】 

 ○ 江戸幕府は，大名を
しん

親
ぱん

藩，
ふ

譜
だい

代，
と

外
ざま

様に区別し，幕府にとって都合のよい
ち

地
いき

域に配 

  置しました。 

 〔問２〕親藩，譜代，外様とはどのような大名か，かきましょう。 

・親藩    

・譜代    

・外様  
 

〔問３〕幕府にとって都合がよいように，どのような地域に配置したのですか。 

 

・親藩，譜代 

・外様  

 

学習日  月  日 

  年  組  番 名前                

 

○「
ぶ

武
け

家
しょ

諸
はっ

法
と

度」は，大名が守らなければならないきまりでした。 

〔問４〕「武家諸法度」を読んで感じたことをかきましょう。 

  

 

○
さん

参
きん

勤
こう

交
たい

代について，次の問いに答えなさい。 

〔問５〕参勤交代とはどのような制度ですか。 

  

〔問６〕「入り
でっ

鉄
ぽう

砲に
で

出
おんな

女」ということばがありますが，どういう意味ですか。 

  

〔問７〕参勤交代が，幕府にとって好都合だったのは 

    どうしてですか。「入り鉄砲に出女」のことば 

    や，右のグラフなどをもとにかきましょう。 
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20

28

48%

 

人口の割合（
え
江

ど
戸時代の終わりごろ） 

イ 
ア その他 

人口 
約 3000 
万人 

   

一
． 

諸
大
名
は
、
学
問
と
武
芸
を
み
が
く
こ
と
に
つ
と
め
な
け

 
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
．
お
お
ぜ
い
で
酒
を
飲
ん
だ
り
遊
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
．
法
令
に
そ
む
い
た
者
を
国
に
か
く
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

自
分
の
国
に
反
逆
人
や
殺
害
人
が
い
た
ら
、
追
い
出
さ
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
．
自
分
の
領
地
に
他
国
の
人
を
住
ま
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
． 

城
を
修
理
す
る
と
き
で
も
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

 

築
す
る
こ
と
は
か
た
く
禁
止
す
る
。 

 

一
．
と
な
り
の
国
で
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
者

 

が
い
た
ら
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

諸
大
名
は
、
幕
府
の
許
可
が
な
い
の
に
か
っ
て
に
結
婚
の

 

や
く
そ
く
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
．
参
勤
交
代
の
と
き
、
決
め
ら
れ
た
以
上
の
家
来
を
つ
れ
て

 

き
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

服
そ
う
や
か
ざ
り
も
の
は
、
身
分
の
上
下
の
ち
が
い
を
ま

 

ち
が
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

一
．
身
分
の
低
い
者
が
か
っ
て
に
か
ご
に
乗
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
．
武
士
た
ち
は
、
け
ん
や
く
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
．
諸
大
名
は
能
力
の
あ
る
者
を
用
い
て
よ
い
政
治
を
行
わ
な

 

く
て
は
な
ら
な
い
。 

武
家
諸
法
度 

家
康
が
、
秀
忠
の
名
で
一
六
一
五
年
に

公
布
し
た
。
家
光
は
こ
の
武
家
諸
法
度

を
修
正
し
て
二
一
か
条
に
し
た
。 

なべ
鍋

しま
島 藩（

さ
佐

が
賀県）の支出の

うち
内

わけ
訳  

参勤交代 
 の費用 

江戸屋 
 しきで 
 の費用 

大阪での費用 

国もと 

での費用 

1655 年 

ウ



え

江
ど

戸
ばく

幕
ふ

府の成立 ② 

 

【農民のとりしまり】 

 ○「
けい

慶
あん

安の
お

御
ふれ

触
がき

書」で農民のきまりを決めて，生活をきびしく制限しました。 

〔問８〕「慶安の御触書」を読んで感じたことをかきましょう。 

   

〔問９〕「五人組」とは，どのようなしくみですか。 

   

〔問 10〕農民は，新しい農具をつくり出したりして，
しゅう

収かくを高める努力をしました。 

        下の絵は，新しくつくり出された農具ですが，何といいますか。 

 

ア

  ア 

 

イ 

 
イ

 

 

 

学習日  月  日 

  年  組  番 名前                

 

【
さ

鎖
こく

国】 

 ○ 江戸幕府は，キリスト教が広まり，信者が幕府の命令をきかなくなることをおそれ 

  て，キリスト教を禁止しました。 

 〔問 11〕キリストの像をふませて，信者かどうかを調べる方法を何といいますか。 

   

○ 幕府が鎖国政策を進めていた 1637 年，
しま

島
ばら

原（
なが

長
さき

崎県）・
あま

天
くさ

草（
くま

熊
もと

本県）で３万人余 

 りの農民が，一揆を起こしました。 

 

〔問 12〕農民が一揆を起こしたのはなぜですか。理由を２つかきましょう。 

  

 

〔問 13〕一揆の
そう

総大将の名前をかきましょう。 

   

○ 1939 年に，ポルトガル船の来航を禁止し，貿易する港も長崎だけとして，鎖国が完 

 成しました。 

〔問 14〕鎖国後も日本に来て貿易をすることを許された２つの国はどこですか。 

     

〔問15〕 右の絵の，長崎に貿易のためにつくられた 

    うめたて地を何といいますか。また，そこに住 

    んでいたのはどこの国の人ですか。 

 

  うめたて地の名前    住んでいた人の国名 

  
 

 
 

   

一
．
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
き
ま
り
や
、
地
頭
（
領
主
）
・
代
官
の
い
い
つ
け
を

正
し
く
守
る
こ
と
。
ま
た
、
名
主
や
組
頭
を
親
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
い

い
つ
け
を
守
っ
た
り
、
相
談
を
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
．
田
畑
の
耕
作
に
精
出
し
、
苗
を
植
え
る
準
備
も
苗
の
植
え
方
も
念
を
入
れ

て
行
い
、
ま
た
田
畑
に
草
が
は
え
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
び
た
び
草
を
と
っ
た
り
す
れ
ば
、
作
物
は
た
く
さ
ん
と
れ
る
も
の
で

あ
る
。 

一
．
朝
は
早
く
起
き
て
草
を
か
る
。
昼
は
田
畑
の
耕
作
に
は
げ
み
、
晩
に
な
わ

を
な
っ
た
り
、
た
わ
ら
を
あ
ん
だ
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
日
中
、
気
を

つ
め
て
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

一
．
酒
や
米
を
店
か
ら
買
っ
て
飲
む
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。
妻
や

子
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。 

一
．
屋
敷
の
ま
わ
り
に
竹
や
木
を
植
え
、
下
葉
な
り
と
も
取
り
、
ま
き
を
店
か

ら
買
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
．
百
姓
は
、
い
つ
も
こ
や
し
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
と
く
に
大
切
で
あ
る
。

便
所
を
広
く
つ
く
り
、
そ
こ
へ
雨
水
な
ど
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
．
百
姓
は
、
あ
と
あ
と
の
こ
と
を
考
え
な
い
も
の
だ
か
ら
、
秋
に
な
っ
て
米

が
と
れ
る
と
、
む
や
み
に
食
べ
て
し
ま
う
。
い
つ
も
正
月
・
二
月
・
三
月
の

作
物
が
な
く
な
る
こ
ろ
の
気
持
ち
を
も
ち
、
食
べ
物
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
麦
・
あ
わ
・
ひ
え
な
ど
の
雑
穀
を
つ
く
っ
て
食
べ
、
米

を
多
く
食
い
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
き
き
ん
の
と
き
の

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
あ
ず
き
・
さ
さ
げ
・
い
も
の
葉
な
ど
も
む
や
み
に
す
て

て
し
ま
う
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
。 

一
．
夫
は
田
畑
を
た
が
や
し
、
妻
は
機
を
お
り
、
夜
な
べ
を
す
る
な
ど
、
夫
婦

と
も
ど
も
、
精
出
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
顔
か
た
ち
の

よ
い
女
房
で
あ
っ
て
も
、
夫
の
こ
と
を
大
切
に
せ
ず
茶
ば
か
り
飲
ん
で
い
た

り
、
遊
び
の
好
き
な
者
は
、
離
縁
し
て
し
ま
え
。 

一
．
百
姓
は
、
麻
や
木
綿
で
つ
く
っ
た
衣
類
し
か
着
て
は
い
け
な
い
。 

一
．
田
畑
が
少
な
く
く
ら
し
が
た
ち
に
く
い
者
は
、
子
ど
も
が
多
い
と
き
に
は
、

よ
そ
の
者
に
や
っ
た
り
奉
公
に
出
し
た
り
す
る
ほ
う
が
よ
い
。 

一
．
春
や
秋
に
お
き
ゅ
う
を
す
る
な
ど
、
病
気
を
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
ど
れ
だ
け
田
畑
の
仕
事
に
熱
心
で
あ
っ
て
も
、
病
気
に
な

れ
ば
、
そ
の
年
の
収
穫
は
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
の
た
め
に
家
を
つ

ぶ
す
こ
と
も
お
こ
る
。 

一
．
た
ば
こ
を
す
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
、
腹
の
た
し
に
な
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
け
っ
き
ょ
く
は
体
を
こ
わ
す
も
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
時

間
を
つ
ぶ
し
た
り
、
お
金
が
か
か
っ
た
り
、
火
の
用
心
が
悪
か
っ
た
り
す
る

な
ど
、
す
べ
て
損
の
多
い
も
の
で
あ
る
。 

  

右
の
よ
う
に
、
何
事
に
も
念
を
入
れ
、
く
ら
し
を
つ
つ
し
め
ば
、
豊
か
に
な

れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
衣
も
食
も
心
の
ま
ま
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
し
、
世
の

中
が
き
き
ん
の
と
き
も
、
妻
子
や
め
し
つ
か
い
を
、
安
心
し
て
や
し
な
う
こ

と
が
で
き
る
。
百
姓
と
い
う
も
の
は
、
年
貢
さ
え
お
さ
め
て
し
ま
え
ば
、
こ

ん
な
に
安
心
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
、
子
々
孫
々
ま

で
伝
え
て
い
く
が
よ
い
。 

慶
安
の
御
触
書 
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１ 江戸幕府の成立について，次のことがらを調べてまとめましょう。 

 

 【身分制度】 

 

○ 江戸幕府は，
ぶ

武
し

士（士）が農民（農），町人（工・商） 

 などの人々を支配する身分制度をつくり上げました。 

 

〔問１〕右の円グラフのア・イ・ウに，武士・農民・
ちょう

町
にん

人 

   のどれかをかきなさい。（その他は，公家・僧・ 神官，

   農民・町人とは別の身分とされた人など）  

 

84%
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ア 町人 イ 武士 ウ 農民 

 

 

 

 【大名のとりしまり】 

 ○ 江戸幕府は，大名を
しん

親
ぱん

藩，
ふ

譜
だい

代，
と

外
ざま

様に区別し，幕府にとって都合のよい
ち

地
いき

域に配 

  置しました。 

 〔問２〕親藩，譜代，外様とはどのような大名か，かきましょう。 

・親藩  徳川氏の親類の大名  

・譜代  古くからの家臣  

・外様 関ヶ原の戦いのあとで徳川氏に従った大名 
 

〔問３〕幕府にとって都合がよい地域とは，どのように配置したのですか。 

 

・親藩，譜代江戸に近いところ，交通の重要な場所 

・外様  江戸から遠いところ 

 

学習日  月  日 

  年  組  番 名前                

 

○「
ぶ

武
け

家
しょ

諸
はっ

法
と

度」は，大名が守らなければならないきまりでした。 

〔問４〕「武家諸法度」を読んで感じたことをかきましょう。 

守らなければならないきまりの厳しさを感じ取らせたい。  

 

○
さん

参
きん

勤
こう

交
たい

代について，次の問いに答えなさい。 

〔問５〕参勤交代とはどのような制度ですか。 

 大名の妻子を人質として江戸に住まわせ，大名を江戸と国元（領地）で１年おき

に生活させるようにしたこと。 

 

〔問６〕「入り
でっ

鉄
ぽう

砲に
で

出
おんな

女」ということばがありますが，どういう意味ですか。 

 江戸に住まわせた大名の妻子が国へ逃げて帰らないよう，また鉄砲（武器）が江

戸に入らないよう，関所を設けてとりしまった。 

 

〔問７〕参勤交代が，幕府にとって好都合だったのは 

    どうしてですか。「入り鉄砲に出女」のことば 

    や，右のグラフなどをもとにかきましょう。 

 ・大名行列に多くの費用がかかった。 

 ・江戸で生活するための費用がかかった。藩の 

  経済力が下がった。 

 ・妻子を人質にとられているので反抗できない。 
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人口の割合（
え
江

ど
戸時代の終わりごろ） 

イ 
ア その他 

人口 
約 3000 
万人 

   

一
． 

諸
大
名
は
、
学
問
と
武
芸
を
み
が
く
こ
と
に
つ
と
め
な
け

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
．
お
お
ぜ
い
で
酒
を
飲
ん
だ
り
遊
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
．
法
令
に
そ
む
い
た
者
を
国
に
か
く
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

自
分
の
国
に
反
逆
人
や
殺
害
人
が
い
た
ら
、
追
い
出
さ
な

 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
．
自
分
の
領
地
に
他
国
の
人
を
住
ま
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
． 

城
を
修
理
す
る
と
き
で
も
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

 
 

築
す
る
こ
と
は
か
た
く
禁
止
す
る
。 

 

一
．
と
な
り
の
国
で
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
者

 
 

が
い
た
ら
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

諸
大
名
は
、
幕
府
の
許
可
が
な
い
の
に
か
っ
て
に
結
婚
の

や
く
そ
く
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
．
参
勤
交
代
の
と
き
、
決
め
ら
れ
た
以
上
の
家
来
を
つ
れ
て

 
 

き
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
． 

服
そ
う
や
か
ざ
り
も
の
は
、
身
分
の
上
下
の
ち
が
い
を
ま

 
 

ち
が
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

一
．
身
分
の
低
い
者
が
か
っ
て
に
か
ご
に
乗
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

一
．
武
士
た
ち
は
、
け
ん
や
く
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
． 

諸
大
名
は
能
力
の
あ
る
者
を
用
い
て
よ
い
政
治
を
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

武
家
諸
法
度 

家
康
が
、
秀
忠
の
名
で
一
六
一
五
年
に

公
布
し
た
。
家
光
は
こ
の
武
家
諸
法
度

を
修
正
し
て
二
一
か
条
に
し
た
。 

なべ
鍋

しま
島 藩（

さ
佐

が
賀県）の支出の

うち
内

わけ
訳  

参勤交代 
 の費用 

江戸屋 
 しきで 
 の費用 

大阪での費用 

国もと 

での費用 

1655 年 

ウ

武士が他の身分の人々を支配していたことをもとに，身分

制度の問題点を考えさせたい。 

大名の配置をもとに考えさせる。 

守らなかった多くの大名がとりつぶされたことにも触れる。 
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【農民のとりしまり】 

 ○「
けい

慶
あん

安の
お

御
ふれ

触
がき

書」で農民のきまりを決めて，生活をきびしく制限しました。 

〔問８〕「慶安の御触書」を読んで感じたことをかきましょう。 

 

生活の細かなところまで厳しくきまりが決められていることに気づかせたい。 

 

〔問９〕「五人組」とは，どのようなしくみですか。 

 
年貢を納めない者や，罪をおかす者が出ると共同で責任を負う。 

 

〔問 10〕農民は，新しい農具をつくり出したりして，
しゅう

収かくを高める努力をしました。 

        下の絵は，新しくつくり出された農具ですが，何といいますか。 

 

ア   備中ぐわ 

 ア 

 

イ 

 
イ  千歯こき 

 

 

学習日  月  日 

  年  組  番 名前                

 

【
さ

鎖
こく

国】 

 ○ 江戸幕府は，キリスト教が広まり，信者が幕府の命令をきかなくなることをおそれ 

  て，キリスト教を禁止しました。 

 〔問 11〕キリストの像をふませて，信者かどうかを調べる方法を何といいますか。 

 

 ふみ絵（または絵ふみ） 

 

○ 幕府が鎖国政策を進めていた 1637 年，
しま

島
ばら

原（
なが

長
さき

崎県）・
あま

天
くさ

草（
くま

熊
もと

本県）で３万人余 

 りの農民が，一揆を起こしました。 

 

〔問 12〕農民が一揆を起こしたのはなぜですか。理由を２つかきましょう。 

重い年貢を課せられていた。キリスト教の厳しいとりしまり。 

 

 

〔問 13〕一揆の
そう

総大将の名前をかきましょう。 

 

天草（益田）四朗時貞 

 

○ 1939 年に，ポルトガル船の来航を禁止し，貿易する港も長崎だけとして，鎖国が完 

 成しました。 

〔問 14〕鎖国後も日本に来て貿易をすることを許された２つの国はどこですか。 

 

オランダ   中国 

 

〔問16〕 右の絵の，長崎に貿易のためにつくられた 

    うめたて地を何といいますか。また，そこに住 

    んでいたのはどこの国の人ですか。 

 

  うめたて地の名前    住んでいた人の国名 

出島 オランダ  

 
 

   

一
．
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
き
ま
り
や
、
地
頭
（
領
主
）
・
代
官
の
い
い
つ
け
を

正
し
く
守
る
こ
と
。
ま
た
、
名
主
や
組
頭
を
親
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
い

い
つ
け
を
守
っ
た
り
、
相
談
を
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
．
田
畑
の
耕
作
に
精
出
し
、
苗
を
植
え
る
準
備
も
苗
の
植
え
方
も
念
を
入
れ

て
行
い
、
ま
た
田
畑
に
草
が
は
え
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
び
た
び
草
を
と
っ
た
り
す
れ
ば
、
作
物
は
た
く
さ
ん
と
れ
る
も
の
で

あ
る
。 

一
．
朝
は
早
く
起
き
て
草
を
か
る
。
昼
は
田
畑
の
耕
作
に
は
げ
み
、
晩
に
な
わ

を
な
っ
た
り
、
た
わ
ら
を
あ
ん
だ
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
日
中
、
気
を

つ
め
て
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

一
．
酒
や
米
を
店
か
ら
買
っ
て
飲
む
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。
妻
や

子
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。 

一
．
屋
敷
の
ま
わ
り
に
竹
や
木
を
植
え
、
下
葉
な
り
と
も
取
り
、
ま
き
を
店
か

ら
買
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
．
百
姓
は
、
い
つ
も
こ
や
し
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
と
く
に
大
切
で
あ
る
。

便
所
を
広
く
つ
く
り
、
そ
こ
へ
雨
水
な
ど
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
．
百
姓
は
、
あ
と
あ
と
の
こ
と
を
考
え
な
い
も
の
だ
か
ら
、
秋
に
な
っ
て
米

が
と
れ
る
と
、
む
や
み
に
食
べ
て
し
ま
う
。
い
つ
も
正
月
・
二
月
・
三
月
の

作
物
が
な
く
な
る
こ
ろ
の
気
持
ち
を
も
ち
、
食
べ
物
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
麦
・
あ
わ
・
ひ
え
な
ど
の
雑
穀
を
つ
く
っ
て
食
べ
、
米

を
多
く
食
い
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
き
き
ん
の
と
き
の

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
あ
ず
き
・
さ
さ
げ
・
い
も
の
葉
な
ど
も
む
や
み
に
す
て

て
し
ま
う
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
。 

一
．
夫
は
田
畑
を
た
が
や
し
、
妻
は
機
を
お
り
、
夜
な
べ
を
す
る
な
ど
、
夫
婦

と
も
ど
も
、
精
出
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
顔
か
た
ち
の

よ
い
女
房
で
あ
っ
て
も
、
夫
の
こ
と
を
大
切
に
せ
ず
茶
ば
か
り
飲
ん
で
い
た

り
、
遊
び
の
好
き
な
者
は
、
離
縁
し
て
し
ま
え
。 

一
．
百
姓
は
、
麻
や
木
綿
で
つ
く
っ
た
衣
類
し
か
着
て
は
い
け
な
い
。 

一
．
田
畑
が
少
な
く
く
ら
し
が
た
ち
に
く
い
者
は
、
子
ど
も
が
多
い
と
き
に
は
、

よ
そ
の
者
に
や
っ
た
り
奉
公
に
出
し
た
り
す
る
ほ
う
が
よ
い
。 

一
．
春
や
秋
に
お
き
ゅ
う
を
す
る
な
ど
、
病
気
を
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
ど
れ
だ
け
田
畑
の
仕
事
に
熱
心
で
あ
っ
て
も
、
病
気
に
な

れ
ば
、
そ
の
年
の
収
穫
は
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
の
た
め
に
家
を
つ

ぶ
す
こ
と
も
お
こ
る
。 

一
．
た
ば
こ
を
す
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
、
腹
の
た
し
に
な
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
け
っ
き
ょ
く
は
体
を
こ
わ
す
も
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
時

間
を
つ
ぶ
し
た
り
、
お
金
が
か
か
っ
た
り
、
火
の
用
心
が
悪
か
っ
た
り
す
る

な
ど
、
す
べ
て
損
の
多
い
も
の
で
あ
る
。 

  

右
の
よ
う
に
、
何
事
に
も
念
を
入
れ
、
く
ら
し
を
つ
つ
し
め
ば
、
豊
か
に
な

れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
衣
も
食
も
心
の
ま
ま
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
し
、
世
の

中
が
き
き
ん
の
と
き
も
、
妻
子
や
め
し
つ
か
い
を
、
安
心
し
て
や
し
な
う
こ

と
が
で
き
る
。
百
姓
と
い
う
も
の
は
、
年
貢
さ
え
お
さ
め
て
し
ま
え
ば
、
こ

ん
な
に
安
心
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
、
子
々
孫
々
ま

で
伝
え
て
い
く
が
よ
い
。 

慶
安
の
御
触
書 

刃が分かれている

ので，深く耕すこと

ができる。 オランダ人は出島の中で不自由なくらしをしていた。 

１度に大量の稲

の穂を取ること

ができる。 


