
宋
代
地
方
小
都
市
の
一
面

鎮
の
変
遷
を
中
心
と
し
て

梅

原

郁

　
【
要
旨
目
　
中
国
の
大
都
市
は
そ
の
大
部
分
が
、
古
く
か
ら
の
州
・
県
治
の
所
在
地
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
雷
え
ば
本
来
は
敷
治
的
色
彩
の
方
が
よ
り
強

い
も
の
で
あ
っ
た
。
五
代
を
は
さ
ん
で
唐
と
宋
の
間
に
は
都
市
の
上
で
も
大
変
化
が
趨
っ
て
い
る
。
宋
以
後
に
な
る
と
、
こ
れ
迄
の
州
・
県
城
を
中
心
と
し

た
政
治
都
市
以
外
に
、
地
方
農
村
の
内
部
や
、
交
通
路
に
沿
っ
て
、
か
な
り
多
く
の
鎮
・
市
と
呼
ば
れ
る
、
主
と
し
て
商
業
に
よ
っ
て
盛
ん
と
な
っ
た
中
・

小
都
市
が
勃
興
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
・
小
都
市
の
性
格
を
分
析
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
当
時
の
社
会
と
の
関
係
を
考
察
す
る
事
は
、
此
の
よ

う
な
地
方
商
業
聚
落
の
発
展
の
様
相
が
中
国
の
特
殊
な
近
世
社
会
の
重
要
な
一
面
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
丈
に
必
須
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ

で
は
特
に
〃
鎮
”
を
と
り
あ
げ
て
、
鎮
の
宋
代
に
至
る
迄
の
変
遷
と
そ
の
内
容
の
一
面
を
素
描
し
、
将
来
、
体
系
的
に
当
代
の
都
市
と
郷
村
の
関
係
を
究
明

す
る
時
の
一
助
と
し
て
お
き
た
い
。

朱代地方小都市の一面（梅原）

一、

ﾁ
の
変
遷
　
一
三
・
五
代
の
鎮
i

　
朱
以
後
、
中
・
小
都
市
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〃
鎮
”
と
い
う
名
詞
は
、

既
に
北
魏
時
代
か
ら
現
れ
た
。
そ
れ
は
軍
隊
の
集
団
に
与
え
ら
れ
る
名
称
で
、

罠
政
を
司
る
州
梨
と
は
別
系
統
を
な
し
て
中
央
政
府
に
属
し
て
い
た
。
此
の
体

系
は
五
代
迄
継
続
す
る
が
、
湿
気
に
入
っ
て
変
化
し
、
宋
の
中
央
集
権
、
そ
の
文

治
主
義
政
策
の
遂
行
に
伴
っ
て
、
一
般
民
政
系
統
の
中
に
く
み
入
れ
ら
れ
、
県
の

下
部
組
織
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
中
国
に
於
け

る
農
村
の
都
市
化
と
平
行
し
て
起
つ
た
現
象
で
あ
り
、
既
に
先
学
の
指
摘
さ
れ

た
所
で
あ
る
が
、
今
若
干
の
史
料
を
補
足
し
つ
つ
再
説
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
の
最
初
の
段
階
は
、
鎮
の
細
分
化
で
あ
る
。
北
魏
の
鎮
は
、

少
く
も
州
と
対
等
の
も
の
で
あ
り
、
唐
で
は
普
通
に
節
度
使
が
鎮
と
よ
ば
れ
て

い
た
。
唐
中
期
以
後
、
節
度
使
は
そ
の
配
下
の
士
卒
を
分
遣
し
て
、
管
内
の

州
・
県
治
を
は
じ
め
、
都
市
・
関
津
等
の
政
治
的
・
経
済
的
中
心
地
に
常
駐
せ
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し
め
、
自
己
の
ハ
腹
心
の
将
校
を
そ
の
将
帥
（
鎮
将
・
鎮
、
使
）
に
充
て
、
そ
の
軍

団
を
鎮
と
称
し
た
。

　
唐
が
減
亡
し
、
五
代
十
国
の
動
乱
時
代
に
入
る
と
、
各
地
に
蹟
庵
し
た
軍
閥

政
権
は
、
乱
世
に
対
応
し
て
地
方
郷
村
の
す
み
ず
み
急
行
き
わ
だ
っ
て
い
た
自

警
団
を
、
自
己
の
命
令
系
統
の
下
に
お
か
ん
と
し
、
自
警
団
の
首
領
1
お
お

む
ね
土
豪
－
を
鎮
将
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
土
薮
の
支
配
す
る
自
警
団
の
管

轄
区
域
も
鎮
と
呼
ば
れ
、
こ
う
し
た
鎮
が
州
内
に
点
在
ナ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

節
度
使
の
支
柱
と
な
っ
た
鎮
将
の
支
配
区
域
た
る
鎮
は
、
幅
員
十
数
里
か
ら
数

十
里
を
有
し
、
管
内
に
都
市
・
郷
村
を
含
み
、
一
般
に
鎮
撫
は
都
市
に
無
し
て

い
た
。
鎮
を
支
配
す
る
鎮
将
は
管
内
の
警
察
・
乱
声
・
徴
税
権
を
悉
く
掌
握
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
笹
書
に
対
し
て
は
烈
々
完
全
に
支
配
権
を
ふ
る
っ
て
い
た

と
見
ら
れ
る
。
か
く
て
鎮
は
県
と
共
に
州
に
属
す
る
同
格
の
行
政
単
位
と
化
し
、

一
州
の
行
政
は
鎮
将
の
支
配
と
県
令
の
支
配
と
が
重
複
し
、
剰
さ
え
鎮
の
強
力

化
は
、
県
の
権
限
の
大
縮
小
を
将
来
し
、
中
に
は
鎮
の
勢
に
圧
倒
さ
れ
て
消
減

す
る
県
も
あ
っ
た
と
い
久
翻
謬
雑
度
簾
譲
笹
葉
蝶
熟
舞
響
ア
酬
藩
）
。

　
宋
・
太
祖
・
太
宗
は
節
度
使
の
勢
力
削
減
に
つ
と
め
、
鎮
使
・
鎮
将
を
廃
し
、

其
の
職
権
を
朝
廷
よ
り
派
せ
る
知
県
に
う
つ
し
、
鎮
は
概
ね
廃
し
て
た
だ
人
口

多
く
商
業
盛
ん
な
る
地
に
於
て
の
み
こ
れ
を
存
し
、
監
官
を
憎
い
て
煙
火
・
盗

賊
の
事
を
司
ら
し
め
た
、
。
国
初
よ
り
神
宗
頃
澱
め
間
に
無
用
の
鎮
は
悉
く
裁
汰

さ
れ
、
逆
に
交
通
の
要
衝
に
あ
た
り
、
商
工
業
の
盛
ん
な
鎮
は
益
々
発
達
し
て

立
派
な
小
都
会
を
な
し
、
こ
れ
よ
り
以
後
、
鎮
は
全
く
小
商
業
都
市
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
つ
だ
（
課
灘
蕪
灘
鍵
聾
。
Y

　
宋
に
至
っ
て
数
多
く
の
鎮
と
呼
ば
れ
る
小
商
業
都
市
が
出
現
し
た
こ
と
は
非

常
に
特
色
あ
る
事
象
で
あ
る
が
、
何
も
鎮
な
る
も
の
は
こ
の
時
一
挙
に
出
現
し

た
も
の
で
な
く
、
名
称
の
上
で
も
、
実
質
の
上
で
も
唐
中
期
以
後
五
代
の
動
乱
を

へ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
・
帯
下
曲
折
の
結
果
現
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
即

ち
鎮
は
宇
義
か
ら
言
え
ば
、
鎮
撫
・
鎮
成
・
鎮
圧
と
い
う
熟
字
が
示
す
よ
う
に
、

元
来
軍
事
的
な
色
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
の
中
期
以
後
・
節
度
使
が

自
己
の
管
内
の
要
衝
に
軍
団
を
派
し
て
鎮
と
な
し
た
の
は
、
ま
ず
管
内
の
兵
権
・

警
察
権
の
掌
握
を
意
図
し
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
少
く
と
も
癒
代
に
あ
っ
て
は

鎮
は
、
表
面
上
は
、
伝
統
的
な
朝
廷
の
州
県
制
と
は
別
系
統
を
な
す
軍
事
組
織

に
す
ぎ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
朝
廷
の
州
県
制
に
対
立
し
て
、
軍
事
及

び
特
殊
警
察
権
丈
を
分
担
・
ダ
る
、
い
わ
ば
二
重
体
制
の
一
面
で
し
が
な
か
っ
た
。

　
賦
税
や
婚
姻
・
田
訟
の
こ
と
は
、
従
来
州
県
σ
管
轄
に
属
し
、
盗
賊
を
繍
…
え
、

　
煙
火
を
取
締
る
の
は
巡
鎮
の
司
の
管
轄
に
係
る
。
お
互
の
間
に
は
区
分
が
あ

　
る
の
で
勝
手
に
越
権
行
為
を
し
た
り
、
相
手
の
職
分
を
犯
し
て
は
い
け
な
い

（冊

U
　
洞
一
巻
六
十
六
帝
王
部
・
発
号
令
“
　
広
贋
一
二
犀
十
一
門
月
）
。

と
い
5
記
事
は
、
唐
よ
り
五
代
に
か
け
て
の
鎮
は
、
未
だ
岩
代
に
於
け
る
よ
う

な
意
味
は
持
た
ず
、
主
と
し
て
警
察
権
を
行
使
す
る
軍
事
行
歌
区
劃
で
↓
6
9
つ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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51日代地方小．欄了の一rgi（梅原）

　
し
か
し
、
、
中
央
権
力
の
弱
体
化
と
節
度
使
勢
力
の
強
大
化
は
次
第
に
鎮
一

鎮
将
、
の
権
限
拡
大
へ
と
進
む
。
二
重
体
制
の
一
方
、
文
官
側
の
勢
力
は
次
第

に
有
名
無
実
と
化
し
、
．
鎮
は
事
実
上
一
つ
の
行
政
区
劃
と
し
て
藩
鎮
の
管
内
に

棋
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
鎮
は
県
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
．
例
え
ば
五
代
・
弾
初
に
県
名
と
同
じ
鎮
が
存
す
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
鎮
将
の
治
所
が
県
城
内
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

三
軍
求
の
長
安
志
で
は
、
脛
陽
・
高
陵
・
醇
泉
と
い
っ
た
鎮
が
県
城
内
に
あ
る

と
記
さ
れ
て
居
る
。
加
藤
博
士
は
こ
れ
を
〃
独
立
の
市
警
地
を
持
た
ぬ
鎮
で
あ

り
、
県
令
の
権
力
を
奪
わ
ん
と
し
て
置
れ
た
も
の
で
あ
る
〃
（
加
藤
繁
氏
箭
掲
論
丈
）
と
言
わ

れ
て
い
る
。
県
城
内
の
鎮
が
県
令
の
権
力
削
除
の
為
め
に
澱
か
れ
て
い
た
こ
と

は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
五
代
の
鎮
が
独
立
の
市
街
地
を
持
つ
こ
と
を
条
件

と
し
て
い
た
か
ど
う
か
　
　
つ
ま
り
肥
代
で
い
う
鎮
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
；
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　
湖
州
で
は
五
代
に
は
二
十
四
鎮
が
存
し
た
。
　
（
中
略
）
鎮
将
は
自
己
の
親
随

　
を
用
い
、
煩
苛
に
刻
剥
を
な
し
、
属
は
生
活
に
安
ん
じ
得
な
い
。
県
官
は
名

　
は
民
事
を
掌
握
す
る
と
は
い
う
が
、
実
際
は
束
手
傍
観
す
る
丈
で
、
人
々
は

　
長
官
は
デ
ク
の
棒
だ
と
戯
画
化
し
て
し
ま
う
始
末
。
鎮
を
置
く
こ
と
が
多
く

　
て
毎
鱗
雲
に
さ
え
も
殆
ん
ど
鎮
が
あ
る
。
　
（
巻
胃
管
鎮
）

と
嘉
泰
呉
興
志
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
五
代
の
鎮
は
鎮
将
の
治
所
及
び
そ

の
所
管
区
域
全
体
を
指
し
て
い
た
。

　
唐
中
期
以
後
の
貨
幣
経
済
の
優
勢
、
商
業
の
活
濃
化
、
旧
市
制
の
崩
壊
は
、

こ
れ
迄
の
州
県
城
の
他
に
、
交
通
の
要
衝
・
商
取
引
の
中
心
と
な
る
場
所
に
純

粋
の
商
業
聚
落
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
良
く
ひ
か
れ
る
例
で
あ
る
が
、
黒

川
文
集
に
〃
江
准
の
間
に
は
草
市
多
し
”
と
あ
る
如
く
、
主
要
交
通
ル
…
ト
の
　
・

沿
辺
で
は
、
こ
の
よ
う
な
聚
落
が
か
な
り
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
聚
落
が
正
確
に
ど
の
程
度
迄
分
布
し
、
又
発
達
し
て
い
た
か
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
鎮
将
は
そ
の
治
所
を
港
湾
・
関
津
と
い
っ
た
交
通
上
・
軍
事

上
の
要
地
に
選
ぶ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
必
然
的
に
こ
う
し
た
小
聚

落
が
そ
の
遊
所
1
1
鎮
と
な
っ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
時
代
が
下
る
と
共

に
か
か
る
聚
落
は
1
恐
ら
く
は
は
じ
め
は
一
括
し
て
は
村
市
（
場
合
に
よ
っ

て
は
草
聖
）
と
呼
ば
れ
、
普
通
は
何
々
市
と
い
う
よ
う
な
名
で
呼
ば
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
1
鎮
と
い
う
呼
称
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
五
代
は
乱
世
で
は
あ
っ
た
と
は
云
え
、
十
国
各
々
の
内
部
で
は
凡
て
が
戦
時

体
制
の
下
に
お
か
れ
、
軍
閥
が
苛
啓
蒙
求
に
あ
け
く
れ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
各
王
朝
は
形
式
は
異
る
に
し
て
も
、
烈
々
富
国
強
兵
策
を
講

じ
、
そ
の
結
果
は
地
方
に
よ
っ
て
、
．
文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
か
な
り
の
進
展

が
み
ら
れ
た
。
た
だ
各
関
と
も
常
に
こ
と
あ
る
時
の
為
め
に
国
境
地
方
の
軍
備

は
怠
ら
な
か
っ
た
。
国
境
警
備
の
成
営
は
多
数
の
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
る
消
費
区

域
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
成
営
を
中
心
に
し
た
商
業
活
動
も
行
わ
れ
、
一
つ
の
聚

落
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
か
つ
売
。
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蘇
州
府
の
定
心
鎮
は
、
呉
越
銭
氏
の
時
、
梅
世
忠
・
李
開
山
を
遣
わ
し
て
此

　
の
地
に
戌
せ
し
め
、
江
北
南
唐
の
軍
を
防
禦
せ
し
め
た
の
に
は
じ
ま
る
。
居

　
民
は
軍
成
に
よ
っ
て
市
を
成
し
た
。
　
唇

と
大
隠
一
統
志
は
南
川
志
を
ひ
い
て
述
べ
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
福
山
鎮
の
条

で
も
記
さ
れ
て
い
る
。
又
宋
代
の
四
川
省
の
鎮
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

が
）
も
軍
戌
か
ら
聚
落
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
聚
落
も
叉
後
代
の
鎮
へ
の
基
盤
を
提
供
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
唐
末
・
五
代
に
於
け
る
鎮
の
意
味
は
宋
代
以
後
普
通
小
都
市
の
呼

名
と
し
て
使
用
す
る
鎮
と
相
当
異
り
、
そ
れ
は
商
業
的
と
い
う
よ
り
も
軍
事
的

色
彩
の
極
め
て
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
宋
代
に
至
っ
て
鎮
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
、
又
そ
れ
以
後
の
歴
史
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
ど
ん
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
鎮
の
変
遷
　
一
宋
初
の
鎮
1

　
宋
の
制
度
は
、
古
い
も
の
は
名
目
だ
け
を
残
し
て
お
い
て
実
質
を
す
り
か
え

る
よ
う
に
し
た
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
鑛
纏
購
書
嚇
螺
鯉
郵
来
）
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
鎮
に
於
て
も
同
じ
よ
5
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
藩
鎮

の
勢
力
を
削
減
し
、
天
子
を
中
心
と
し
た
中
央
集
権
独
裁
制
度
の
樹
立
を
目
指

し
た
宋
朝
で
は
、
ま
ず
節
度
使
の
手
足
で
あ
り
支
柱
で
あ
っ
た
鎮
一
賢
将
、
の

支
配
体
制
を
除
か
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
鎮
将
の
権
力
磁
心
は
し
か
し
そ
う
簡

単
に
行
く
も
の
で
は
あ
る
ま
い
、
そ
の
過
程
は
地
方
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
が

存
し
た
。
す
で
に
建
隆
二
年
に
〃
県
尉
を
置
き
、
郷
村
の
盗
賊
を
司
ら
し
め
、

鎮
将
の
主
ど
る
所
は
た
だ
郭
内
の
み
〃
（
灘
議
叢
一
言
下
熱
編
欝
謹

斑
馴
）
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
四
川
地
方
で
は
数
十
年
後
の
真
宗
景
徳
年
間
に

〃
鎮
将
は
郷
村
の
盗
賊
を
捕
え
た
り
、
詞
訟
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
”

（畏

�
P
八
月
疫
寅
）
と
禁
令
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
、
そ
の
困
讐
が
う

か
が
わ
れ
る
。
建
隆
の
詔
で
注
意
さ
れ
る
の
は
郭
内
と
い
う
言
葉
と
、
鎮
将
の

事
務
内
容
が
警
察
権
以
外
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
郭
内
は
普

通
は
州
治
・
踊
子
の
城
郭
内
を
指
す
が
、
此
の
場
合
は
少
し
拡
張
し
て
、
鎮
将

の
冥
応
の
あ
っ
た
場
所
一
結
果
的
に
は
の
ち
の
鎮
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
小

聚
落
で
あ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
一
を
含
む
と
み
た
い
。
即
ち
宋
初
、
朝

廷
の
威
令
の
直
接
行
わ
れ
る
地
方
に
あ
っ
て
は
、
五
代
の
頃
事
実
上
の
行
政
匿

劃
で
あ
っ
た
鎮
は
原
則
と
し
て
完
全
に
廃
さ
れ
、
州
県
制
一
本
に
き
り
亦
・
兄
ら

れ
て
し
ま
う
方
向
が
う
ち
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
鎮
将
の
位
置
は
、
未
だ
中
央
政

府
に
直
属
す
る
資
格
の
な
い
者
、
即
ち
文
官
な
ら
ば
選
人
、
武
官
な
ら
ば
使
臣

と
い
う
低
い
資
格
に
落
さ
れ
、
暫
定
的
に
警
察
権
だ
け
残
さ
れ
て
そ
の
旧
治
所

の
周
圏
の
捕
盗
に
あ
た
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
例
え
ば
長
安
志
に
、

鎮
が
寛
治
内
に
お
か
れ
る
よ
う
に
記
録
し
て
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
無
血
の
治
所

と
解
し
得
れ
ば
、
宋
初
に
か
か
る
場
合
が
存
在
し
た
の
も
首
肯
さ
れ
る
。
加
藤

要
求
は
“
無
用
の
鎮
は
悉
く
裁
汰
さ
れ
、
入
口
多
く
商
業
盛
ん
な
地
に
於
て
の
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み
こ
れ
を
存
し
〃
（
加
藤
繁
氏
前
掲
論
文
）
と
説
明
さ
れ
、
嘉
輩
興
志
巻
＋
に
も
略
・
同
じ

よ
う
な
記
述
が
み
え
て
い
る
。
し
か
し
結
果
的
に
は
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
宋
朝
の
政
策
と
し
て
は
最
初
か
ら
唐
i
五
代
と
存
し
て
来
た
よ
う
な
意

味
で
の
鎮
は
全
廃
す
る
方
向
に
あ
っ
た
と
み
て
誤
ま
り
な
か
ろ
う
。
北
宋
中
期

か
ら
南
新
に
か
け
て
暫
し
く
出
現
す
る
鎮
は
、
前
代
の
そ
れ
と
は
名
実
の
か
な

り
か
け
離
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
、
三
代
の
鎮

　
一
体
宋
代
の
入
は
鎮
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
易

百
科
辞
典
・
高
承
・
事
物
紀
節
巻
七
に
よ
れ
ば
、

　
民
が
聚
ま
っ
て
い
る
が
県
を
成
す
程
大
き
く
な
く
、
而
し
て
税
諜
の
あ
る
も

　
の
は
鎮
と
す
る
。
或
い
は
官
を
以
て
監
督
せ
し
め
る
。

　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
此
の
説
明
は
鎮
の
一
面
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
は
っ

き
り
し
た
定
義
と
は
な
っ
て
居
な
い
。
即
ち
南
宋
に
入
っ
て
特
に
江
南
で
著
し

く
発
達
し
た
市
（
村
市
）
も
こ
の
規
定
に
あ
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
商

業
小
聚
落
で
あ
る
市
と
鎮
と
に
は
単
な
る
大
小
の
区
別
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た

も
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
相
違
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
こ

で
聖
代
の
鎮
と
い
う
も
の
の
概
念
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
と
規
定
す
る
こ
と
も

無
意
味
で
な
か
ろ
う
。

　
“
宋
で
は
、
鎮
は
県
の
下
で
郷
と
と
も
に
地
方
の
一
行
政
区
鋼
と
な
り
、
郷

　
が
農
村
を
指
す
の
に
対
し
て
、
鎮
、
は
農
村
の
小
都
市
を
形
成
し
た
。
宋
の
鎮

　
は
市
街
地
と
そ
の
周
囲
の
耕
地
と
を
含
み
、
鎮
の
市
街
地
は
特
に
鎮
市
と
い

　
わ
れ
た
。
”

と
周
藤
吉
之
氏
は
平
凡
社
世
界
歴
史
事
典
〃
鎮
市
”
の
部
分
で
定
義
さ
れ
て
い

る
。
成
程
五
代
ま
で
は
鎮
は
一
つ
の
行
政
区
劃
と
も
言
え
る
か
ら
、
そ
の
中
に

都
市
・
郷
村
を
も
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
宋
は
州
県
制
一
本
に
き
り
か

え
る
事
を
そ
の
方
針
と
し
た
の
で
、
従
来
の
州
梁
城
以
外
に
発
達
し
た
商
業
聚

落
を
郷
村
に
編
入
す
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
不
都
合
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
旧
鎮
将
の
治
所
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
か
る
地
方
聚
落
に
、
鎮
の
名
を

そ
の
ま
ま
与
え
て
、
一
つ
の
特
殊
地
域
を
形
成
せ
し
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ

ま
り
鎮
と
い
う
の
は
州
県
郷
里
と
い
う
支
配
体
制
か
ら
は
み
出
し
た
、
そ
の
意

味
で
は
異
質
的
な
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
体
戦
記
の
行
政
で
、
郷
と

は
地
積
区
分
で
あ
り
、
鎮
と
村
と
は
、
郷
な
る
土
地
の
上
に
生
じ
た
聚
落
だ
け

の
名
称
で
あ
る
。
後
世
の
地
方
志
、
否
宋
代
の
地
方
志
に
於
い
て
も
、
鎮
は
府

州
県
郷
里
（
或
は
新
法
以
後
の
都
）
等
と
い
っ
た
行
政
区
劃
と
は
全
く
別
の
体
系

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
外
読
史
方
輿
紀
要
や
大
雪
一
統
志
か
ら
清
国

行
政
法
に
至
る
迄
、
鎮
を
行
政
区
劃
と
し
て
は
扱
っ
て
居
ら
ぬ
よ
う
に
み
え
る
。

更
に
鎮
に
は
一
定
の
職
務
と
肩
書
を
持
つ
一
定
人
数
の
長
官
は
羅
か
れ
て
居
ら

な
か
っ
た
。
鎮
の
宮
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
、
原
則
と
し
て
宋
代
の
鎮
に

は
略
々
一
人
乃
至
二
人
の
宮
が
派
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
そ
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の
名
称
は
知
県
・
県
令
と
い
っ
た
き
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
便
宜
上
、
駝
鎮
官

な
ど
と
総
称
さ
れ
て
い
て
も
実
は
二
尉
・
巡
検
・
主
簿
や
監
場
務
宮
等
ま
ち
ま

ち
で
あ
っ
て
、
鎮
官
と
し
て
の
職
責
も
場
合
に
よ
っ
て
随
分
異
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　
鎮
は
つ
ま
り
郷
村
内
の
主
と
し
て
商
業
的
密
集
聚
落
そ
の
も
の
を
称
す
る
名

称
で
あ
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
鎮
は
地
上
の
人
民
集
団
の
こ
と
で
、
地
面
以

下
は
県
郷
の
支
配
す
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
鎮
と
呼
ば
れ
る
場

合
に
、
共
通
に
見
ら
れ
る
条
件
、
特
に
鎮
と
市
を
区
別
す
る
条
件
を
二
・
三
あ

、
げ
て
み
よ
う
。

四
、
宋
代
の
鎮
の
特
色
　
－
鎮
の
官
i

　
第
一
に
宋
代
の
鎮
と
呼
ば
れ
る
中
小
商
業
都
市
に
は
殆
ん
ど
必
ず
と
い
っ
て

良
い
位
官
が
派
せ
ら
れ
て
い
た
。
宋
史
巻
百
六
十
七
職
官
志
、
宋
会
要
稿
職
宮

四
十
八
鎮
将
、
文
献
通
弊
巻
六
十
三
職
官
考
に
よ
る
と
鎮
の
宮
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
宋
の
胴
、
請
鎮
の
監
官
は
盗
籍
を
取
締
ま
り
、
火
禁
の
こ
と
を
掌
る
。
叉
征

　
税
・
確
猷
…
の
事
務
を
も
兼
ね
、
そ
の
出
納
・
会
計
を
取
り
扱
う
。
刑
纂
上
は

　
肥
沃
以
上
は
県
に
送
り
、
微
罪
は
そ
の
場
で
決
め
る
（
決
遣
）
こ
と
を
許
す
。

此
の
紫
黒
宮
は
原
翔
と
し
て
は
各
鎮
に
一
人
つ
つ
お
か
れ
、
鎮
の
事
務
に
専
任

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
は
そ
の
内
容
は
地
方
に
よ

っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
最
も
普
通
の
ケ
…
ス
は
商
業
ル
ー
ト
に
あ
た
る
鎮

の
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鎮
で
は
血
税
・
酒
税
や
塩
押
の
収
入
が
か
な
り
あ

っ
た
の
で
、
監
何
々
鎮
酒
税
等
と
い
っ
た
肩
書
を
持
つ
主
と
し
て
使
臣
と
呼
ば

れ
る
位
の
低
い
武
官
が
任
命
さ
れ
、
税
金
の
管
理
と
共
に
煙
火
公
事
を
司
っ
て

い
た
。
こ
う
し
た
例
は
数
多
く
あ
る
が
一
つ
あ
げ
る
と
長
編
巻
百
四
十
九
、
仁

宗
慶
暦
四
年
五
月
乙
丑
に

　
河
南
府
の
頴
陽
・
寿
安
・
纏
師
・
鍛
氏
・
河
清
の
輿
望
を
省
い
て
、
す
べ
て

　
鎮
と
為
す
v
各
々
の
鎮
に
は
学
兄
使
を
し
て
、
幕
職
州
県
官
（
文
官
選
入
）
・

　
使
臣
（
武
官
）
二
人
を
推
薦
せ
し
め
、
酒
税
・
商
税
を
監
し
、
煙
火
公
事
を

　
管
勾
せ
し
む
。

と
み
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。

　
監
鎮
官
に
任
命
さ
れ
た
使
臣
や
選
人
は
、
京
朝
曇
つ
ま
り
高
等
宮
、
い
わ
ば

普
通
に
い
う
士
大
夫
で
は
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
そ
の
質
は
劣
悪
で
、

行
政
礒
に
も
習
熟
せ
ず
、
一
般
政
務
は
配
下
の
懸
人
に
任
す
の
が
通
例
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
各
地
で
改
草
の
声
が
起
っ
て
い
る
。

　
宣
撫
司
言
ら
く
。
“
近
頃
、
険
西
の
潮
城
県
を
廃
し
て
鎮
と
し
た
が
、
こ
こ

　
は
人
戸
が
か
な
り
多
く
、
若
し
使
臣
を
寒
し
て
管
廻
せ
し
む
れ
ば
、
民
馨
に

　
逓
卒
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
調
べ
て
み
る
と
こ
の
よ
う
な
鎮
も
搾
出
あ
る

　
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
願
わ
く
は
京
東
束
路
の
条
例
に
よ
っ
て
、
監
司
に
委
ね

　
て
、
親
鍵
羅
切
官
を
推
挙
せ
し
め
、
こ
れ
に
鎮
の
仕
事
を
ま
か
せ
、
杖
以
下

40　（480）



朱代地方小都市の一面（梅原）

　
の
公
事
を
決
断
せ
し
む
る
こ
と
を
許
さ
れ
よ
。
”
　
朝
廷
で
は
こ
れ
に
従
い
、

　
そ
の
上
諸
路
に
話
し
て
、
監
鎮
官
と
し
て
京
朝
官
を
差
遣
す
べ
き
と
こ
ろ
あ

れ
ば
上
奏
窪
め
た
（
墾
讐
群
辮
煕
）
。

こ
う
し
た
動
き
は
か
な
り
あ
っ
た
と
み
え
、
例
え
ば
湖
州
の
各
鎮
で
も
使
臣
の

監
鎮
官
を
京
朝
官
に
交
代
さ
せ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
（
雛
講
者
駐
r
鞍

貼
郷
㍊
曝
）
。
こ
の
監
鷺
宮
は
、
前
述
の
よ
う
に
地
面
か
ら
上
の
聚
落
だ
け
を
支
配

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
面
以
下
に
か
か
る
両
税
に
は
関
係
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
み
ら
れ
る
の
は
県
樹
・
巡
検
に
鎮
を
管
轄
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
簗
城

集
巻
三
十
五
や
宝
慶
四
明
志
・
嘉
定
赤
城
志
な
ど
に
よ
れ
ば
、
巡
検
は
両
軍
を

指
揮
し
、
県
尉
は
警
察
隊
な
る
弓
手
を
指
揮
す
る
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
県
尉

は
知
県
の
下
に
あ
っ
て
、
位
置
は
主
簿
と
同
じ
く
、
小
県
で
は
主
簿
の
職
を
も

兼
ね
、
弓
手
を
閲
習
し
、
警
察
業
務
を
担
当
し
た
。
こ
れ
に
反
し
巡
検
は
よ
り

軍
・
隊
的
色
彩
が
強
く
、
州
に
属
し
、
江
湾
や
運
河
の
要
衝
・
海
道
の
島
台
（
な
ど

に
纂
を
設
け
て
大
が
か
り
な
正
倉
に
あ
た
っ
て
い
た
。

　
さ
て
陸
尉
が
鎮
官
と
し
て
翻
せ
ら
れ
る
時
、
多
く
の
史
料
の
・
示
す
例
は
、
新

し
く
盛
ん
に
な
っ
た
聚
落
に
、
そ
の
所
轄
県
の
冗
員
－
或
る
場
合
は
県
尉
で
あ

り
又
主
簿
で
も
あ
っ
た
一
を
差
し
て
尉
司
を
建
て
し
め
、
聚
落
を
鎮
と
し
、
そ

こ
の
煙
火
公
蟻
捕
盗
を
司
ら
し
め
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

　
源
州
の
来
安
県
を
廃
し
て
鎮
と
為
し
、
清
流
県
に
綴
隷
す
る
。
見
任
の
来
安

　
県
尉
を
差
し
て
改
め
て
来
安
藍
鎮
に
充
て
、
燗
火
盗
賊
公
事
を
通
叛
せ
し
む

（宍

@
乾
道
九
二
陶
野
山
三
十
口
）
。

又
重
要
な
鎮
に
税
官
の
他
に
県
尉
が
添
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
〃
楓
橋
鎮
は
断
東
一
路
の
衝
要
の
地
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
た
だ
鎮
宮
・
税
官

　
が
一
人
つ
つ
居
る
丈
で
、
こ
れ
ら
の
官
で
は
お
ど
し
が
き
か
ず
、
姦
策
を
弾

　
圧
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
嬢
烈
一
員
を
増
し
て
武
挙
初
任
の
人
を
以
て
注
授

さ
れ
る
よ
う
”
と
の
上
申
が
認
可
さ
れ
た
（
宋
会
要
稿
職
豊
島
十
八
県
蔚
　
嘉
泰
四
弗
正
月
二
十
一
二
日
）
。

同
じ
よ
う
な
例
は
湖
州
の
四
安
鎮
等
に
も
み
ら
れ
る
（
宋
会
饗
稿
　
兵
三
　
廓
巡
建
炎
三
年
＋
月
二
＋
一
日
）
。

鎮
を
作
り
、
巡
検
を
し
て
管
せ
し
め
る
例
も
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
繁
雑
で
あ

る
か
ら
一
つ
丈
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
宿
州
虹
県
の
子
仙
埠
を
以
て
鎮
と
す
る
。
通
海
鎮
の
巡
検
司
を
子
仙
鎮
に
徒

　
し
、
な
お
鎮
に
場
務
を
置
く
。
商
量
を
臆
し
、
塩
を
売
り
、
及
び
灘
浜
西
岸
、

　
准
夜
軍
界
よ
り
鎮
に
至
る
迄
の
煙
火
公
事
を
司
る
こ
と
は
巡
検
が
こ
れ
を
兼

　
ね
る
（
長
編
　
郡
県
百
一
　
元
祐
二
年
五
月
乙
丑
）
。

　
此
の
よ
う
に
、
主
に
交
通
上
の
要
衝
に
位
置
す
る
鎮
の
監
官
は
酒
税
（
遠
忌

と
商
税
）
と
警
察
業
務
を
司
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
鎮
に
は
此
の
他

に
特
殊
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
よ
り
生
育
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
泰
州

の
西
馨
海
進
熱
電
要
墾
載
埜
月
聾
、
両
漸
の
海
岸
に
沿
っ
た
紫
雲
の

岱
山
や
台
州
の
杜
漬
と
い
っ
た
塩
場
を
背
景
に
繊
来
た
鎮
で
は
鎮
官
は
そ
の
事

務
を
も
管
轄
し
て
い
だ
し
（
窒
産
四
明
忘
憂
鍵
赤
懇
志
）
、
興
州
の
薦
鎮
の
よ
う
縞
場
に
・

つ
て
発
達
し
た
鎮
で
は
寝
宿
官
が
こ
の
臨
場
の
適
業
を
も
兼
ね
て
い
た
（
灘
繊
集
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離
轟
耀
揺
。
導
鎮
に
よ
つ
て
蹟
や
渡
場
や
關
な
ど
の
存
在
す
る
も
の

も
あ
り
、
「
こ
う
し
た
場
所
は
鎮
の
官
が
兼
管
す
る
場
合
も
あ
り
（
融
簸
雑
平
織
煕
二

識
麗
月
）
、
或
は
監
渡
官
や
縞
宮
が
測
に
鎮
内
に
庁
を
設
け
て
下
せ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
（
綿
純
融
）
。
鎮
の
官
が
そ
の
地
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

な
事
務
を
兼
管
し
た
例
は
、
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
、
江
南
に
発
達
し
た
野
な

ど
の
管
理
さ
え
も
近
く
の
鎮
官
が
兼
若
し
て
い
る
（
蘇
会
謬
譲
竹
二
辱
し
か

し
鎮
官
は
何
時
の
場
合
に
も
県
の
出
先
機
関
と
い
う
性
質
し
か
与
え
ら
れ
ず
、

鎮
扇
の
全
権
を
委
任
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
諸
路
の
鎮
市
は
本
来
県
邑
に
属
す
る
。
法
律
上
は
た
だ
監
鎮
官
は
雲
譲
公
事

　
を
管
す
る
の
み
で
、
杖
罪
以
上
の
裁
決
は
県
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に

　
最
近
牢
獄
を
難
き
人
民
を
留
置
し
、
事
件
の
大
小
を
わ
き
ま
え
ず
、
吏
を
遣
わ

　
し
、
判
決
文
や
命
令
書
を
作
成
す
る
。
こ
れ
は
一
銭
に
し
て
二
人
の
長
官
を

　
　
　
　
　
ゴ
、
、

　
作
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
益
益
官
は
よ
ろ
し
く
、
煙
火
公
事
丈
を
取
扱

　
い
、
そ
の
他
の
田
訟
や
婚
姻
と
い
っ
た
民
事
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
は
い
け
な

　
い
し
、
か
る
が
る
し
く
牢
獄
等
を
置
い
て
は
い
け
な
い
（
蘇
融
腰
稿
離
謎
㌍
締

避
。

　
因
に
こ
う
し
た
禁
令
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
真
西
山
文
集
巻
七
　
罷
黄
池

下
行
鋪
状
に
〃
鎮
市
で
は
法
律
上
は
廟
房
を
羅
く
こ
と
は
出
来
ぬ
。
し
か
る
に

勝
手
に
四
痢
の
制
を
創
め
、
．
人
畏
を
囚
為
し
、
証
人
は
こ
こ
で
も
人
民
よ
り
賄

賂
を
せ
し
め
る
”
と
あ
る
よ
、
）
な
こ
と
が
、
か
な
り
普
逓
的
で
あ
っ
た
重
め
で

あ
ろ
う
。
揚
子
江
中
下
流
域
や
、
潅
水
、
大
運
河
に
沿
っ
た
鎮
で
は
略
々
完
全

に
中
央
よ
り
何
等
か
の
形
で
官
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
、
宋
会

要
方
域
十
二
の
〃
蚕
豆
”
と
か
同
五
～
七
の
〃
州
県
陞
降
廃
置
”
等
の
〃
為

鎮
”
と
い
う
文
字
に
附
属
し
て
、
官
が
置
か
れ
た
こ
と
を
た
ど
り
得
る
。
勿
論

〃
市
”
に
も
時
と
し
て
は
宮
が
置
か
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
が
Y
例
え
ば
南
宋
の

地
志
な
ど
に
照
し
て
も
市
に
は
原
則
と
し
て
常
駐
の
官
は
置
か
れ
な
か
っ
た
と

い
え
る
。

　
た
だ
し
必
ず
し
も
官
が
お
か
れ
て
い
る
か
ら
鎮
と
称
せ
ら
れ
る
ど
は
言
い
切

れ
ぬ
場
合
も
あ
り
、
嘗
て
鎮
で
あ
っ
た
所
な
ど
で
は
、
官
を
廃
さ
れ
て
も
な
お
、

鎮
と
通
称
さ
れ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

　
開
州
の
新
浦
鎮
は
慶
暦
年
聞
に
廃
し
て
鎮
と
し
た
。
本
鎮
は
州
城
を
去
る
こ

　
と
遠
く
、
深
山
幽
谷
に
位
置
し
、
姦
悪
な
豪
族
が
馳
に
行
動
し
て
い
る
。
さ

　
き
に
議
官
一
員
を
差
し
、
本
論
に
あ
ら
し
め
煙
火
公
事
を
兼
ね
し
め
た
。
と

　
こ
ろ
が
紹
興
年
玉
に
．
至
っ
て
こ
れ
を
省
い
た
の
で
悪
者
を
弾
圧
す
る
官
が
な

い
（
宍
魚
影
野
方
域
十
二
市
鎮
雑
録
　
乾
瓢
九
年
十
二
月
四
口
）
。

エ
カ
又
次
の
よ
う
な
例
も
み
ら
れ
る
。

　
詔
し
て
、
光
州
幣
信
県
は
廃
し
て
褒
信
管
と
為
し
、
潅
南
の
上
由
市
に
移
治

　
せ
し
む
。
土
豪
の
主
領
を
択
び
て
下
神
祇
芯
（
武
選
の
最
下
級
）
に
補
し
、

　
鎮
を
号
し
煙
火
公
事
を
兼
ね
司
ら
し
む
（
｛
木
会
要
田
　
　
日
域
六
　
　
州
県
二
郷
廃
置
　
紹
輿
五
年
七
月
十
四
日
）
。

元
豊
九
二
志
に
よ
れ
ば
四
川
省
の
鎮
の
数
は
中
原
に
比
し
て
驚
く
程
多
い
。
九
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宋代地方小都市の一面（梅原）

域
志
に
従
っ
て
全
国
の
鎮
の
分
布
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

重婚数陣数回数
　　　84

29以上
　　　32

　　　59

　　　61

　　108

　　　5！

　　　91

　　　77

　　　19

　　　62

　　112

　　　75

　　　54

　　　52

　　　23

　　　44

　　163

　　141

　　117

　　　77

　　　24

　　　36

　　　53

50

R7

R5

R0

S5

S0

T3

W3

R8

V5
R7

R2

V9

S8

S7

R4
S7
T8

S9

R9

R0

S5

S0
U4

4
9
7
8
8
1
6
1
6
1
8
1
6
2
2
1
0
9
1
4
1
0
1
0
7
1
2
1
3
1
3
1
0
1
2
8
1
5
2
6

京
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路
路

醤
離
雑
郷
畏
離
総
総
越
州
州
州
建
部

四
二
京
京
京
河
河
口
二
河
潅
潅
両
江
江
荊
荊
成
梓
、
利
塾
福
広
広

　
既
に
古
く
か
ら
蜀
の
地
が
相
当
の
発
達
を
と
げ
、
特
に
唐
墨
、
宅
原
の
乱
を

避
け
た
名
士
が
こ
こ
に
う
つ
り
、
五
代
を
通
し
て
文
化
的
に
も
高
い
水
準
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
成
都
・
重
慶
・
興
元
府
な
ど
を

除
い
て
、
繊
密
重
畳
た
る
四
川
全
体
の
殆
ん
ど
す
み
ず
み
迄
、
江
南
地
方
で
み

ら
れ
る
よ
う
な
商
業
都
市
・
鎮
が
か
く
も
多
数
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
当
時
四
川
で
は
商
晶
流
通
が
か
か
る
多
数
の
聚
落
を
生
育
せ
し
む
る
程

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
え
ば
た
し
か
に
四
川
に
は

多
く
の
鎮
ら
し
い
鎮
も
存
在
し
て
い
た
。
宋
着
丈
稿
の
食
貨
・
蓮
田
・
酒
麹
雑

録
や
そ
の
他
の
部
分
に
出
て
来
る
鎮
の
名
称
を
九
域
志
に
あ
て
は
め
て
行
く
と

良
く
一
致
す
る
。
梓
州
の
場
合
な
ど
出
域
志
は
三
十
八
の
鎮
を
あ
げ
て
い
る
に

対
し
て

　
三
州
は
西
川
の
勝
、
水
利
の
衝
に
位
置
し
、
王
家
の
一
都
会
を
為
す
。
三
九

邑
（
県
）
四
＋
鎮
を
管
し
て
い
る
（
騒
織
十
一
酬
講
諜
）
。

と
あ
り
、
そ
の
下
々
正
し
い
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
か
し
四
川
の
鎮
の
多

く
は
文
献
通
考
に
言
う
”
内
地
の
壮
郡
に
倍
す
る
序
盤
”
（
瀦
概
鴎
）
が
こ
れ
に
相

当
し
、
孟
蜀
以
来
、
軍
事
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
各
地
の
豪
族
の
自
治
組
織

聚
落
を
、
そ
の
ま
ま
鎮
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
四
川
の
坊
場

は
会
要
で
は
某
々
務
と
記
す
庵
の
が
多
く
、
そ
れ
が
九
域
志
で
は
す
べ
て
鎮
所

在
地
で
あ
り
、
一
方
、
四
川
の
鎮
の
商
税
場
の
記
録
が
墨
壷
で
は
殆
ん
ど
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
此
の
地
方
の
鎮
で
宮
が
所
在
し
た
こ
と
を
明
白
に
示
す

史
料
が
殆
ん
ど
見
当
ら
ぬ
し
、
更
に
は
後
世
四
川
で
は
鎮
は
中
原
で
み
ら
れ
る

よ
5
に
多
く
発
達
せ
ず
、
大
族
一
統
志
な
ど
で
も
極
め
て
少
数
し
か
の
せ
て
居

ら
ぬ
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
此
の
時
代
の
四
川
の
鎮
は
、
中
原
の
よ
う
な

商
業
聚
落
と
い
う
よ
り
も
、
豪
族
を
婦
長
に
い
た
だ
い
た
自
治
集
麟
に
近
い
地

域
区
分
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
宋
太
宗
突
録
巻
七
十
八
至
道
二
年
八
月
丙
寅
）
。

　
　
　
　
　
五
、
宋
代
の
鎮
の
特
色

　
　
　
　
　
　
　
－
附
、
娘
心
戸
の
問
題
一

　
第
二
の
問
題
点
は
鎮
と
い
う
区
分
の
申
に
含
ま
れ
た
戸
に
対
す
る
行
政
上
の

取
扱
い
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
鎮
の
戸
は
坊
風
戸
の
取
扱
い
を
受
け
て
い
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た
と
言
え
よ
う
。
長
編
巻
三
百
九
、
元
豊
三
年
冬
十
月
の
保
馬
法
に
関
す
る
詔

の
申
に
は
県
坊
郭
に
対
し
て
〃
鎮
坊
郭
”
な
る
語
が
見
え
、
朱
会
要
稿
、
食
貨

七
十
綱
放
雑
録
、
治
平
四
年
九
月
十
三
田
の
条
に
も
“
鎮
坊
郭
人
戸
〃
が
見
ら

れ
る
。
叉
保
甲
法
実
施
の
際
に
も
、
鎮
市
・
草
市
は
郷
村
と
は
別
個
の
扱
い
を

受
け
げ
・
い
る
（
長
編
巻
物
冨
五
十
二
熈
寧
七
年
四
月
甲
午
）
。
で
は
市
は
坊
郭
の
取
扱
い
を
受
け
て
は
居
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
市
の
内
容
を
も
う
一
度
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
最
近
曾
我
部
静
雄
氏
は
〃
草
市
は
州
県
城
の
周
騒
に
、
城
内
の
宮

市
に
対
し
て
い
わ
ば
私
に
出
来
た
商
業
区
域
で
あ
り
、
鎮
と
は
そ
の
発
生
の
性

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
〃
と
発
表
さ
れ
た
（
社
会
経
済
史
学
嵩
十
圏
ノ
一
唐
宋
時
代
の
草
市
）
。
史
料

面
に
関
し
て
は
、
草
市
は
州
県
城
の
周
顕
に
そ
の
存
在
を
示
す
も
の
が
、
圧
倒

的
に
多
い
、
草
市
は
矢
張
り
粗
末
な
市
と
し
て
官
市
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
・

と
理
解
す
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
中
国
は
広
く
、
時
代
に
よ
り
、
場

所
に
よ
り
必
ず
し
も
同
一
名
称
が
同
一
事
実
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
元
来
は

城
内
の
商
業
区
域
た
る
市
に
対
し
て
、
城
外
に
発
生
し
た
私
市
を
意
味
し
た
草

市
も
、
地
方
郷
村
の
交
易
場
と
し
て
発
達
し
た
村
市
も
共
に
組
戸
な
市
と
い
う

こ
と
か
ら
、
概
念
的
に
草
市
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

し
か
し
南
宋
の
地
志
に
多
く
示
さ
れ
て
い
る
市
が
果
し
て
一
括
し
て
草
市
と
呼

称
さ
れ
得
る
や
否
や
は
疑
問
で
あ
る
。

　
詔
す
ら
く
、
戎
・
濾
州
の
治
辺
の
地
方
は
、
蕃
人
・
漠
人
が
雑
居
し
て
い
る
。

　
そ
の
上
州
県
を
黙
る
こ
と
遠
く
、
或
は
食
品
や
塩
・
茶
・
農
具
な
ど
の
入
手

が
困
難
で
あ
る
。
入
目
は
此
の
沿
辺
地
域
に
草
市
を
作
り
、
商
人
を
招
集
し
、

そ
こ
で
商
店
を
開
か
せ
る
ζ
と
を
願
っ
て
い
る
（
長
編
巻
二
百
八
十
一
煕
箪
十
年
三
月
乙
巳
）
。

と
あ
る
の
は
少
く
と
も
堅
甲
中
期
に
は
地
方
の
一
区
域
に
人
為
的
に
作
ら
れ
た

商
業
聚
落
を
草
市
と
称
し
て
居
り
、
こ
こ
か
ら
も
条
例
に
よ
っ
て
酒
税
・
薄
利

を
納
入
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
県
城
の
周
囲

以
外
、
農
村
や
交
通
路
に
沿
っ
て
発
達
し
た
市
は
必
ず
し
も
常
に
坊
郭
戸
の
取

扱
い
は
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〃
鎮
と
為
す
”
と
い
う

語
は
、
そ
こ
に
県
の
出
張
所
と
い
う
政
策
的
色
合
い
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

　
道
州
の
豊
海
県
の
港
頭
鎮
は
、
県
城
を
去
る
こ
と
僅
に
五
里
の
地
に
あ
る
。

　
既
に
漿
が
あ
れ
ば
鎮
を
立
て
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
（
殊
会
縢
編
冗
震
域
曲

論
極
言
）
つ

ま
た
市
が
相
当
の
戸
数
に
達
す
れ
ば
恐
ら
く
は
坊
無
足
の
取
扱
い
と
い
っ
た
行

政
上
の
措
置
の
た
め
に
鎮
に
昇
格
す
る
必
要
も
起
る
。
草
市
鎮
と
い
う
名
を
腹

々
見
受
け
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。

　
こ
こ
で
少
し
横
道
に
そ
れ
は
す
る
が
鎮
を
も
含
め
た
無
代
の
都
市
と
農
村
の

＝
隅
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
朱
で
は
税
制
の
上
で
都
市
と
農
村
は
別
個
の
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
両
税
法
は
、
そ
の
は
じ
め
は
、
賦
課
の
、
基
準
を
各
戸

の
全
資
産
の
多
寡
に
置
い
て
い
た
。
其
の
後
両
税
法
の
内
容
に
大
変
化
が
生
じ
、

賦
課
の
基
準
は
全
資
産
よ
り
耕
田
所
有
額
に
お
か
れ
て
地
租
的
性
質
と
化
し
、

そ
の
範
囲
も
農
村
丈
と
な
っ
た
（
H
野
開
三
郎
氏
　
五
代
の
二
手
に
つ
い
て
　
史
淵
十
三
輯
）
。
此
の
結
果
、
朱
寄
食
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貨
志
に
言
う
よ
う
に
城
郭
の
賦
と
農
村
の
租
税
一
両
税
と
が
分
け
ら
れ
、
単
に

そ
れ
の
み
な
ら
ず
都
市
の
人
戸
は
所
謂
“
坊
郭
戸
”
と
し
て
、
拳
法
の
上
で
も
、

保
甲
法
の
上
で
も
農
村
と
異
っ
た
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
従
来
宋
代
の
都
市
の
税
制
に
つ
い
て
は
〃
坊
郭
の
人
戸
は
、
官
有
の
土
地
、

家
屋
を
借
り
て
い
る
も
の
に
は
、
家
賃
と
し
て
房
銭
や
、
借
地
料
と
し
て
房
地

銭
を
支
払
い
、
私
人
の
所
有
に
な
る
土
地
・
家
屋
に
は
、
麗
税
、
地
税
が
か
け

ら
れ
、
商
店
戸
に
は
別
に
商
税
が
か
け
ら
れ
た
。
〃
（
甘
我
部
静
雄
氏
宋
代
財
政
史
）
と
い
う
風

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
の
史
料
の
中
に
は
、
都
市
の
租
税
制
度
と
い
う
も

の
を
組
織
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
も
の
が
殆
ん
ど
な
く
、
食
貨
志
で
も
〃
坊
郭

の
賦
”
と
い
う
言
葉
は
の
せ
て
い
る
が
そ
の
内
容
は
何
も
知
る
こ
と
が
禺
来
な

い
。
房
銭
や
屋
税
と
い
っ
た
税
金
は
、
い
わ
ば
固
定
資
産
税
と
か
家
屋
税
に
相

当
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
史
料
面
に
於
て
も
或
る
程
度
は
出
現
す
る
。
特
に
鰯
免

の
折
に
は
農
村
の
両
税
が
除
か
れ
る
に
対
し
て
、
坊
郭
の
屋
税
を
除
く
と
対
比

し
て
出
て
秀
か
ら
（
二
会
要
　
食
貨
七
十
　
鰯
敏
雑
録
大
足
…
膵
符
元
年
十
月
畏
編
巻
七
十
な
ど
）
、
こ
れ
が
都
市
の
霧
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
南
宋
の
地
志
下
で
賦
税
を
あ
げ
た
部
分
に
は
こ
う

し
た
種
類
の
税
目
が
全
く
あ
ら
わ
れ
ず
そ
の
細
目
は
依
然
大
部
分
不
明
で
あ
る
。

た
だ
こ
れ
が
農
村
人
民
を
園
ら
せ
た
両
税
と
か
差
役
の
よ
う
に
苛
酷
な
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
丈
は
推
測
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
坊
郭
戸
が
苦
し
ん
だ
の
は
〃
差

科
”
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
税
目
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　
坊
無
血
絶
戸
は
、
一
事
、
昼
中
で
入
用
の
も
の
（
累
算
之
物
）
や
、
飢
健
・

　
盗
賊
・
砂
防
・
城
幽
な
ど
の
緩
急
で
物
品
が
不
足
す
る
と
す
べ
て
わ
り
つ
け

　
（
科
率
）
を
受
け
持
た
さ
れ
、
郡
県
は
こ
れ
に
頼
る
（
認
助
鞘
羅
）
。
、

此
の
〃
差
科
”
の
実
体
は
も
う
少
し
追
及
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
全
体
に
宋
代
の
制
度
一
或
は
宋
代
に
限
っ
た
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
一

は
中
央
で
、
料
る
原
則
を
定
め
る
と
、
そ
の
実
施
上
の
細
目
は
地
方
の
特
殊
事

情
を
出
、
5
え
て
、
地
方
官
－
上
は
悪
運
使
か
ら
下
は
県
令
に
至
る
迄
一
に
一
任
し

そ
の
地
方
に
剛
し
て
行
わ
し
め
た
も
の
が
多
い
。
中
圏
の
よ
う
な
広
い
土
地
で

は
全
国
一
様
に
、
し
か
も
中
央
の
独
裁
君
主
の
一
片
の
政
令
で
こ
と
が
運
ぶ
わ

け
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
適
当
な
や
り
方
で
あ
る
が
、
さ
て
史
料
を
み
て
当
時

Q
様
子
を
再
現
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
厄
介
で
大
聞
違
い
を
起

す
危
険
が
多
い
。
〃
差
科
”
も
此
の
例
に
洩
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宋
代
で
は
郷
村
は
五
等
（
瑛
礪
琳
環
礁
層
繭
↓
撒
げ
ギ
茄
騨
勝
め
鰍
榔
炉
擁
）
に
分
け
ら

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
坊
郭
は
十
等
戸
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
農
村
の
戸
等

は
職
役
の
割
当
の
整
備
を
目
的
と
し
、
成
文
化
さ
れ
た
の
は
太
平
興
国
五
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
坊
郭
十
等
と
い
う
の
は
何
の
目
的
で
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
郷
村
の
役
に
か
わ
る
〃
差
科
”
－
即
ち
官
中
で
必
要
な

物
晶
を
無
償
調
達
す
る
…
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
往
時
よ
り
、
臣
下
の
進
言
に
よ
っ
て
、
天
下
の
州
県
の
城
郭
人
戸
を
十
等
に

　
分
ち
、
順
番
を
つ
け
て
物
品
を
わ
り
あ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
差
科
）
。

　
戸
等
を
定
め
る
の
は
当
該
官
寅
の
能
否
に
＝
仕
さ
れ
、
差
配
に
堪
え
る
戸
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（い

繧
ﾌ
戸
）
の
み
を
＋
等
雰
つ
場
合
も
あ
れ
ば
、
呼
鈴
の
難
ら
ば
貧
窮

　
孤
老
も
か
ま
わ
ず
尽
く
十
等
に
分
け
る
場
合
も
あ
る
。
主
軸
丈
を
十
等
に
分

　
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
主
戸
と
門
戸
あ
わ
せ
て
十
等
に
す
る
こ
と
も
あ
る

（欧

ﾆ
浮
客
及
下
等
人
戸
理
科
捌
子
）
。

つ
ま
り
農
村
の
職
役
に
梱
還
す
る
も
の
が
坊
郭
の
差
替
で
あ
っ
た
。
差
科
と
は

或
る
場
合
に
は
動
詞
に
も
使
わ
れ
、
叉
科
配
・
科
率
・
配
買
等
と
も
称
せ
ら
れ

そ
の
名
称
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
居
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
一
口
に
官
に
必
要
な
も
の
と
い
っ
て
も
そ
れ
は

甚
だ
漠
然
た
る
定
義
で
し
か
な
い
。

　
城
郭
の
畏
に
は
祖
宗
以
来
、
役
な
く
し
て
科
率
有
り
、
科
率
は
名
有
り
て
常

数
な
し
（
蔽
攣
観
轟
巳
）
。

先
の
欧
陽
修
の
奏
議
の
続
き
に
は
、
第
七
等
戸
の
高
栄
は
松
明
売
り
、
第
四
等

の
あ
る
家
は
餅
屋
、
十
等
戸
で
は
そ
の
日
暮
ら
し
の
水
売
り
や
薪
売
り
が
科
配

を
蒙
っ
て
い
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
彼
等
谷
々
が
自
分
の
商
売
物
を
富
に
納
入

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
彼
等
は
官
が
勝
手
に
き
め
て
来
る
品
物
一

細
る
場
合
に
は
本
当
に
官
が
使
う
紙
と
か
墨
と
か
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
お
お
む

ね
長
官
や
吏
人
達
の
私
腹
を
肥
す
品
々
一
に
変
え
て
納
入
し
て
い
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
ず
っ
と
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
科
配
に
つ
い
て
次
の
如
き
規
定
が

み
ら
れ
る
。

　
諸
路
州
県
で
公
用
に
使
う
べ
き
晶
を
勝
手
に
人
民
に
わ
り
つ
け
て
は
い
け
な

　
い
。
法
文
に
依
れ
ば
、
わ
り
つ
け
る
べ
き
物
は
、
当
職
宮
が
自
分
か
ら
晶
量

　
し
、
順
番
に
均
し
く
わ
り
つ
け
（
不
公
平
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
玉
突
使
は
多
く
州
軍
の
大
小
を
、
州
軍
官
は
県
邑
の
人
戸
・
心
力
を

　
こ
ま
か
く
考
え
ず
大
ざ
つ
ば
に
割
当
て
て
来
る
。
各
県
で
は
割
当
数
を
水
増

　
し
し
、
此
の
間
に
公
吏
が
介
在
し
て
更
に
悪
事
を
行
い
、
．
何
が
ど
れ
丈
い
り
、

　
ど
の
戸
等
の
も
の
か
ら
は
ど
れ
丈
と
り
た
て
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
。

　
官
に
賄
賂
を
送
っ
た
り
す
る
上
戸
は
こ
れ
を
免
れ
、
そ
の
し
わ
よ
せ
を
く
つ

　
た
貧
下
の
戸
は
破
産
す
る
も
の
も
あ
る
。
規
定
数
が
足
れ
ば
、
残
り
は
官
吏

　
が
公
然
と
自
分
の
懐
に
入
れ
る
。
今
後
転
層
司
は
州
軍
の
大
小
に
従
い
、
州

　
軍
は
県
邑
の
人
口
・
活
力
に
従
っ
て
、
公
平
に
調
当
て
る
べ
き
あ
る
。
当
職

　
官
は
法
に
よ
っ
て
し
な
さ
だ
め
を
し
て
わ
り
つ
け
し
、
各
等
各
戸
の
割
当
物

　
品
名
を
州
あ
て
に
申
告
し
、
よ
っ
て
州
は
各
戸
の
財
産
高
と
そ
の
割
当
物
品

　
数
を
県
城
に
は
り
出
さ
し
め
、
不
平
が
あ
る
人
民
の
申
出
を
受
け
入
れ
る

（碁

髞
骼
ｵ
年
四
月
謙
十
四
日
目
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
迄
も
原
則
で
あ
っ
て
、
実
際
面
で
は
か
く
ス
ム
ー
ズ
に
運

用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
此
の
坊
郭
戸
に
か
け
ら
れ
る
差
科
は
同

類
の
和
買
、
免
工
銭
、
坊
郭
助
役
銭
と
の
関
係
が
明
白
に
分
析
さ
れ
得
な
い
現

状
で
は
、
更
に
つ
っ
こ
ん
だ
考
察
が
不
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
単
に
坊
最
戸

－
鎮
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
一
に
は
差
科
（
或
は
代
っ
て
免
行
銭
）
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
事
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
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六
、
鎮
の
種
類
　
一
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
i

　
幾
代
の
鎮
は
そ
の
成
立
上
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
、
一

つ
億
車
代
以
来
の
商
工
業
の
発
達
と
、
農
村
の
隅
々
迄
貨
幣
経
済
が
一
応
浸
透

し
た
結
果
、
純
粋
に
商
業
都
市
と
し
て
発
達
し
て
来
た
聚
落
が
鎮
と
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
。
こ
れ
は
加
藤
博
士
以
来
通
説
に
な
っ
て
い
る
、
草
市
か
ら
鎮
へ
と

い
う
発
展
段
階
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、

　
〃
徽
州
獄
県
の
西
の
巌
寺
、
東
の
新
館
の
両
処
は
商
旅
が
聚
会
す
る
処
で
あ

　
る
。
近
年
州
が
官
を
差
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
で
商
税
を
と
り
た
て
て
い
る
。

　
そ
の
額
は
年
間
、
巌
寺
が
六
千
三
百
余
貫
、
新
館
が
二
千
百
余
貫
で
あ
る
。

　
巌
寺
・
新
館
を
以
て
改
め
て
鎮
と
な
し
、
酒
税
高
利
を
拘
収
し
た
ら
い
か
が

　
で
あ
ろ
う
か
。
”
と
徽
州
が
上
言
し
て
来
た
の
で
、
江
東
東
路
男
運
使
に
い
い

　
つ
け
て
審
議
さ
せ
た
と
こ
ろ
“
巌
寺
は
鎮
と
す
べ
き
で
あ
る
。
新
館
は
客
旅

　
が
往
来
盛
ん
で
あ
っ
て
も
そ
の
地
の
戸
数
は
百
家
に
満
た
ぬ
か
ら
鎮
と
な
し

て
は
い
け
な
い
。
”
と
鞍
申
が
あ
り
こ
れ
に
従
っ
た
（
霊
異
糊
響
蟹

　
朋
肛
＋
）
。
　
（
因
に
新
安
志
に
よ
れ
ば
新
館
も
一
度
鎮
と
さ
れ
、
再
び
廃
さ
れ

　
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
市
井
の
繁
栄
は
つ
っ
と
続
い
て
い
た
ら
し
い
。
）

農
村
の
小
聚
落
・
市
が
次
第
に
発
達
し
て
鎮
に
あ
げ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
商
会
要

稿
．
方
字
面
に
は
枚
挙
に
暇
な
い
位
存
し
、
す
で
に
加
藤
博
士
や
周
藤
吉
之
氏

等
も
そ
の
例
を
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
か
ら
ふ
れ
な
い
で
お
く

（規
｡
吉
之
氏
　
宋
代
の
郷
村
に
お
け
る
小
都
市
の
発
展
　
史
学
雑
誌
五
十
九
ノ
九
・
十
）
。

　
今
一
つ
は
中
央
政
府
が
そ
の
政
策
上
、
鎮
を
作
る
と
い
う
も
の
で
、
多
く
の

場
合
、
こ
・
）
し
て
出
来
た
鎮
は
商
工
業
と
そ
れ
程
密
接
に
結
び
つ
か
な
い
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
は
冗
官
冗
費
の
整
理
と
役
法
上
の
問
題
の
警
め
に
、
主
と
し

て
仁
宗
代
よ
り
神
領
代
に
か
け
て
、
先
に
は
萢
仲
蝋
型
の
手
で
、
後
に
は
王
安

石
に
よ
っ
て
推
行
さ
れ
た
察
を
鎮
に
す
る
政
策
で
あ
る
。
宋
膝
突
万
方
域
五
～

七
州
県
陞
降
廃
置
や
、
十
二
市
鎮
の
条
に
よ
れ
ば
、
陰
暦
年
間
に
河
南
府
…
な
ど

で
県
が
下
さ
れ
て
鎮
に
な
っ
た
も
の
が
相
当
数
あ
り
、
全
国
的
に
実
施
は
さ
れ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
部
に
お
い
て
は
か
な
り
の
効
果
も
あ
っ
た
よ
ヶ
で

あ
る
。
王
春
石
も
又
そ
の
新
法
の
・
一
環
で
あ
る
役
法
と
か
ら
ん
で
、
県
を
廃
し

て
鎮
と
す
る
政
策
を
強
力
に
お
し
す
す
め
た
。
元
豊
概
評
志
や
続
資
治
通
鑑
長

編
馬
事
本
末
、
廃
県
重
鎮
の
条
等
に
よ
れ
ば
、
煕
寧
・
元
豊
の
闘
、
県
が
下
さ

れ
て
鎮
と
な
っ
た
も
の
は
八
十
に
も
達
し
、
特
に
河
北
西
路
な
ど
で
そ
れ
が
著

し
か
っ
た
。
此
の
外
金
倉
が
揚
子
江
流
域
を
席
捲
し
た
あ
と
、
破
壊
さ
れ
、
人

口
が
激
減
し
た
県
も
鎮
に
下
げ
ら
れ
た
例
も
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
宋
代
の
鎮

の
概
念
か
ら
は
寧
ろ
例
外
に
属
し
た
ろ
う
。
又
商
業
聚
落
以
外
に
鎮
と
さ
れ
た

例
で
は
次
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。

　
広
葉
東
路
の
転
運
判
官
徐
九
思
言
う
。
〃
策
の
海
上
に
．
香
山
橋
な
る
島
が
あ

　
り
ま
す
。
田
戸
は
主
客
戸
冠
に
五
千
八
百
三
十
人
、
広
州
の
東
莞
・
南
海
・

　
新
会
の
三
無
に
分
属
し
、
刑
事
訴
訟
の
事
件
は
受
持
各
県
が
弁
理
し
ま
す
が
、
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波
風
が
た
つ
と
一
ケ
月
以
上
も
放
り
つ
ば
な
し
に
な
り
ま
す
ひ
何
卒
県
を
作

　
り
香
山
県
と
名
付
け
て
下
さ
い
。
”
太
・
路
の
朧
司
が
協
議
し
た
結
果
、
た
だ

　
香
山
鎮
を
置
き
、
監
宮
一
員
を
差
し
、
煙
火
、
盗
賊
q
事
を
管
轄
せ
し
め
た

（
磯
瑳
望
肝
要
）
。

こ
の
記
事
は
鎮
が
警
察
区
域
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
例
で
あ
り
、
恐
ら
く
租
上
等

の
納
付
期
日
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
は
各
県
に
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
突
発
的
な
警
察
事
務
に
は
常
駐
の
富
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、

か
か
る
処
置
が
採
ら
れ
た
の
で
、
宋
代
の
鎮
と
し
て
は
こ
れ
も
特
殊
な
も
の
と

い
え
よ
う
。

七
、
三
代
の
鎮
の
内
部

　
最
後
に
鎮
そ
の
も
の
の
性
格
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
聖
代
の
鎮
の
内
面
を
う
か

が
う
史
料
は
そ
5
多
く
な
く
、
い
ぎ
お
い
平
面
的
な
事
柄
の
羅
列
に
終
っ
て
し

ま
い
は
す
る
の
で
あ
る
が
。

　
ま
ず
そ
の
大
き
さ
で
あ
る
。
海
曹
滝
水
志
に
よ
れ
ば
、
東
西
十
二
里
爾
北
五

里
、
烏
鳶
鎮
志
に
よ
れ
ば
、
烏
鳶
は
七
里
と
四
里
、
青
嵐
は
七
里
と
二
里
と
い

う
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
二
尊
鎮
の
場
合
は
南
宋
に
入
っ
て
非
常
に

発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
迄
は
周
囲
二
黒
半
の
規
模
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
緻
浦
鎮
の
南
北
十
二
里
、
東
西
五
里
と
は
、
1
2
x
5
の
方
形
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
最
大
幅
員
が
南
北
で
十
二
里
、
東
西
で
五
里
の
意
味

で
あ
ろ
う
。
周
藤
氏
は
〃
宋
の
鎮
は
尼
君
地
と
そ
の
周
闘
の
耕
地
を
含
み
”
と

述
べ
ら
れ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
更
に
一
考
を
要
す
る
。
原
則
と
し
て
は
鎮
は
周

囲
の
郷
村
を
含
ま
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
市
街
を
な
す
聚
落
だ
け
で
成
立
し
て
い

た
場
．
合
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
鎮
が
周
囲
の
郷
村
と
か
田
地
と
か
を
含
む

こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
寧
ろ
例
外
…
そ
の
多
く
は
地
理
的
に
孤
立
し

た
島
全
体
を
鎮
と
し
た
よ
う
な
場
含
（
鯉
江
平
蠣
謬
1
に
属
し
た
と
思
わ

れ
る
。
鎮
の
中
に
は
荘
園
の
聚
落
が
発
達
し
た
も
の
も
多
く
存
し
た
こ
と
は
、

そ
の
名
称
か
ら
も
知
ら
れ
、
加
藤
・
周
藤
氏
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
う
し
て
出
来
た
鎮
は
最
初
は
そ
の
荘
園
の
佃
客
等
も
そ
の
地
域
の
中
に
含
み

地
主
は
今
迄
と
同
じ
く
そ
の
周
囲
に
広
大
な
田
地
を
も
ち
、
佃
戸
は
そ
の
土
地

で
働
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
荘
園
の
聚

落
か
ら
発
生
し
た
鎮
で
も
、
恐
ら
く
は
そ
の
聚
落
が
商
業
化
し
て
行
っ
た
か
ら

こ
そ
鎮
の
扱
い
を
受
け
た
の
で
、
鎮
と
な
っ
て
か
ら
は
市
街
地
丈
は
独
立
し
て

別
の
扱
い
を
受
け
、
周
囲
の
農
村
地
区
は
昔
の
ま
ま
の
郷
里
制
が
し
か
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。
県
を
廃
し
て
鎮
と
為
す
場
合
に
は
例
外
な
く
周
囲
の
郷
村
を

そ
の
鎮
か
ら
切
り
離
し
て
居
る
し
、
逆
に
鎮
が
県
に
さ
れ
る
時
に
は
周
囲
の
郷

を
属
せ
し
む
る
と
い
う
記
録
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

　
紹
興
府
諸
睦
県
の
楓
廻
国
娯
を
義
諸
県
と
し
、
知
県
、
県
丞
、
主
簿
、
高
熱
、

　
監
税
官
各
一
員
を
窪
き
、
諸
鐙
の
長
里
以
下
の
十
郷
を
難
い
て
こ
れ
に
隷
せ

し
め
た
（
虚
よ
《
｛
要
稿
　
　
山
々
双
六
　
　
旧
州
県
障
際
廃
澱
　
乾
道
八
年
五
月
十
一
日
）
、
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宋代地方小都市の一面（梅原）

　
　
宿
州
の
零
離
婁
は
符
書
案
の
両
県
に
属
し
て
い
る
（
蛎
慨
樹
影
麟
華

孫
御
）
。
が
符
離
．
蜥
虻
三
漿
の
賊
徒
が
も
ぐ
り
．
」
み
、
管
轄
の
関
係
で

　
捕
え
に
く
く
、
良
民
は
お
ち
お
ち
生
業
を
営
め
ぬ
。
符
離
・
斬
．
虹
三
三
の

　
零
悲
恋
に
近
い
郷
を
も
つ
て
本
鎮
に
属
せ
し
め
て
、
鎮
を
県
と
す
れ
ば
三
三

　
の
遠
郷
は
皆
薬
王
の
国
境
と
な
り
二
税
を
輸
す
る
に
も
、
役
に
も
便
利
で
あ

ろ
う
（
宋
会
要
稿
　
方
域
六
　
州
県
陞
臨
廃
澱
　
元
祐
元
年
陽
月
二
十
五
日
）
．

“
鎮
市
〃
と
い
う
語
は
或
る
場
合
に
は
鎮
の
市
街
地
を
指
す
と
い
わ
れ
て
い
る

し
、
溢
水
志
で
は
こ
の
説
明
は
的
確
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
鎮
が
す
べ

て
こ
う
し
た
市
街
地
の
外
に
附
属
地
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
も
う
少
し
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
次
に
鎮
の
人
口
で
あ
る
。
二
二
二
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
、
多
い
方
で
は
澱
浦

鎮
の
戸
五
千
余
が
あ
る
。
一
般
に
北
宋
で
県
が
鎮
と
さ
れ
た
時
に
は
か
な
り
の

戸
数
（
三
千
主
千
）
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
、
（
鷺
讐
百
頑
愚
難
難
響
）

あ
る
。
尤
も
南
宋
に
入
っ
て
、
金
軍
に
妻
事
さ
れ
た
地
方
の
県
が
落
さ
れ
て
鎮

と
な
っ
た
際
に
は
亘
戸
内
外
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
（
蘇
粛
呈
輕
箭
郷
雛

磯
）
。
大
運
河
や
揚
子
江
に
沿
っ
て
発
達
し
た
鎮
の
合
の
記
繧
な
い
が
、

そ
の
商
税
や
塩
魚
の
鞘
当
て
額
か
ら
す
れ
ば
人
口
数
万
、
梨
城
に
比
肩
す
る
も

の
も
あ
っ
た
。
地
方
商
業
聚
落
は
そ
の
商
家
の
戸
数
が
百
戸
以
上
に
ま
と
ま
ら

な
い
と
鎮
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
う
か
が
わ
れ
る
節
が
あ
る
（
牒
鍛
篠
蠣
編
期
珊
慰
五

朋礁

{
）
。
こ
れ
か
ら
す
る
頭
痛
の
人
　
戸
は
最
低
数
は
百
戸
で
あ
っ
た
ら
し
い
と

蟄
n
え
る
が
、
そ
の
他
は
地
方
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
一
定
地
域
内
で
は
梁
よ

り
小
さ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
僻
地
と
中
央
と
を
比
較
す
れ
ば
、
地
方
の
県
よ

り
、
中
央
の
鎮
の
方
。
か
は
る
か
に
大
ぎ
な
こ
と
も
多
か
っ
た
。

　
芸
州
四
県
の
う
ち
、
楡
社
県
は
主
客
一
千
七
十
二
戸
、
遼
山
梨
は
五
百
六
十

　
九
戸
、
平
城
県
六
百
十
八
戸
、
和
順
県
は
四
百
五
十
九
戸
で
あ
る
。
各
々
一

　
鎮
の
人
煙
に
も
及
ば
な
い
（
欧
鰐
文
忠
公
文
集
　
巻
七
十
六
　
網
慶
琳
W
敵
海
難
状
）
。

高
承
の
事
物
紀
源
に
も
い
う
よ
う
に
、
鎮
の
特
色
の
一
つ
に
課
利
即
ち
農
村
の

両
税
以
外
の
税
収
入
が
と
り
た
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
大
部
分
の
鎮

が
商
業
聚
落
で
あ
る
以
上
そ
こ
か
ら
収
奪
さ
れ
る
課
利
こ
そ
が
、
鎮
と
い
う
特

別
区
域
を
政
府
が
作
る
一
つ
の
意
義
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
此
の
課
利
は
具
体

的
に
は
、
商
税
、
塩
諜
、
坊
場
銭
、
河
渡
銭
、
等
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
よ

．
う
。
宋
会
要
稿
の
商
税
及
び
塩
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
全
国
の
鎮
の
年
間
規
定
商
税

額
、
遊
君
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
し
、
二
丁
雑
録
に
は
酒
務
を
列
挙
し
、
坊
場

が
鎮
に
も
多
く
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宋
代
の
商
税
は
加
藤
博

土
が
概
説
を
な
さ
れ
て
い
る
が
（
加
藤
繁
氏
宋
代
商
税
考
爽
那
経
済
史
考
糀
下
）
、
そ
の
徴
収
体
系
は
殆
ん

ど
判
ら
ず
、
宋
会
要
稿
に
は
明
細
に
商
税
額
が
あ
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
果
し
て
そ

れ
が
通
行
税
と
嵐
業
税
を
一
緒
に
し
た
も
の
な
の
か
も
不
明
で
、
単
に
こ
の
数

字
の
操
作
よ
り
、
鎮
の
性
格
や
当
時
の
商
取
引
の
状
況
を
ひ
き
出
そ
う
と
す
る

事
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
商
税
場
は
中
原
の
商
業
ル
…
ト

に
あ
た
る
各
鎮
に
は
殆
ん
ど
す
べ
て
設
け
ら
れ
鎮
宮
が
欄
頭
と
呼
ば
れ
る
吏
人
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を
使
っ
て
苛
紐
に
収
奪
を
行
い
（
騰
頭
に
つ
い
て
は
…
尊
墨
赤
域
志
、
淳
煕
　
二
肉
志
や
慶
元
条
法
慕
薮
箏
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
）
、
或
は

買
撲
に
よ
っ
て
豪
民
に
請
負
わ
さ
れ
た
の
で
、
時
に
よ
っ
て
は
反
っ
て
商
品
流

通
を
阻
碍
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
図
家
の
歳
入
か
ら
み
れ
ば
、
商
税
は

か
な
り
重
要
な
位
畳
を
占
め
、
そ
の
額
も
年
々
増
加
し
て
い
る
（
糠
転
写
三
楽
縫
引
戸

密
接
難
）
。
こ
れ
は
粟
の
発
達
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
が
他
面
州
県
城

以
外
に
鎮
な
ど
に
税
場
を
増
置
し
、
取
立
額
の
増
加
を
行
っ
た
面
よ
り
も
来
て

い
る
。
そ
の
他
嫁
広
の
割
当
て
な
ど
も
鎮
は
そ
れ
丈
独
立
し
て
別
に
扱
わ
れ
、

そ
の
面
に
於
て
も
恰
好
の
と
り
た
て
場
所
を
提
供
し
、
坊
場
も
鎮
は
附
近
の
郷

村
と
は
別
の
専
売
区
域
を
指
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
鎮
の
各
戸
が
屋
税
や

地
卵
を
か
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
矢
張
り
そ
れ
が
あ
っ
た

と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
る
多
書
平
聡
眺
月
。
＋
譲
）
。
此
の
外
蔀
地
方
に

於
け
る
身
丁
銭
や
、
時
代
が
下
っ
て
は
和
魂
折
畠
銭
な
ど
も
州
県
坊
郭
戸
と
同

じ
よ
・
）
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
更
に
鎮
は
坊
郭
戸
の
取
扱
い
を
受
け
て

い
た
か
ら
、
前
述
の
差
科
も
当
然
科
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
方
法
は
判
明
し
な

い
が
、
結
局
は
そ
れ
は
金
銭
的
な
重
い
負
担
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
か
っ
た
。

　
太
平
州
の
黄
池
鎮
は
商
費
の
聚
る
所
で
（
市
井
盛
ん
に
し
て
貿
易
も
墨
譜
で

　
あ
る
。
　
州
県
官
は
必
要
の
も
の
あ
れ
ば
、
皆
一
直
の
中
か
ら
調
達
さ
せ
る

（真
ｼ
山
集
二
七
　
中
御
史
台
拝
戸
部
照
会
罷
黒
血
鎮
行
舗
状
）
。

そ
し
て
そ
の
取
立
て
る
品
廻
は
鎌
白
巾
・
香
貨
・
魚
肉
か
ら
疏
果
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
品
に
は
官
庁
の
宴
会
と
か
、
長
宮
の
誕
生
祝
と
か
い
っ
た
用
途
が
大

部
分
で
あ
り
、
黄
解
毒
の
揚
繭
は
原
則
と
し
て
は
官
か
ら
適
正
な
値
段
を
出
し

て
買
上
げ
る
べ
き
（
和
買
）
筈
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
無
償
の
強
奪
に
終
っ
た
。

此
の
と
り
た
て
は
黄
池
鎮
で
は
同
業
組
合
〃
行
”
を
単
位
と
し
て
い
た
よ
う
に

い
わ
れ
る
が
、
（
加
藤
繁
氏
　
宋
代
の
行
を
論
じ
て
豊
代
の
会
館
に
及
ぶ
　
亥
那
経
済
史
考
羅
上
）
、
少
し
疑
問
な
点
は
、
鎮
内
の

商
店
全
部
が
〃
行
〃
に
入
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
為
ち
う
ん
行
は
、

免
墨
壷
の
場
合
に
見
ら
れ
る
如
く
、
写
照
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
排
他
的

独
占
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
〃
行
”
に
は
店
の
意
味
が
あ

り
、
官
中
入
用
品
で
、
何
々
の
蔽
は
ど
こ
の
店
か
ら
、
何
々
は
ど
こ
か
ら
一

と
い
う
意
味
の
行
と
も
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
鎮
は
多
く
水
陸
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
為
め
に
、
商
人
や
倉
入
の
宿
泊
地

と
な
っ
て
い
た
。
入
蜀
記
、
呉
船
録
を
は
じ
め
と
す
る
当
代
の
旅
行
記
に
は

　
　
　
　
　
や
ど

“
某
々
鎮
に
次
る
〃
と
い
つ
‘
た
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る
。
特
に
天
子
が
行
幸
す

る
場
合
に
、
感
奮
ど
よ
り
も
鎮
に
宿
泊
し
た
記
録
も
多
く
晃
え
る
（
殊
檎
月

読
年
課
嬰
肝
）
。
ま
た
垂
込
代
で
は
陳
橋
鎮
、
南
宋
代
で
は
臨
平
鎮
な
ど
、
首
府

に
近
い
鎮
で
は
外
国
使
節
送
迎
の
設
備
も
整
え
ら
れ
て
い
た
（
蛛
濡
鼠
鶴
三
冠
駐
僻

輔
＋
讃
粧
）
。

　
こ
う
し
た
商
業
交
通
に
よ
っ
て
栄
え
た
鎮
に
も
、
州
梁
の
大
都
市
と
同
じ
く

市
易
務
が
お
か
れ
、
監
鎮
富
が
こ
れ
を
兼
領
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
蘇
蝕
響
備

翫
二
締
賜
月
鍵
鵠
）
。

　
か
な
り
大
き
な
鎮
に
は
府
州
城
の
よ
う
な
大
都
霧
と
同
じ
よ
う
に
勘
制
が
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宋代地方小都市の一面（梅原）

一
か
も
非
合
法
で
は
あ
っ
た
か
－
布
か
れ
て
居
た
こ
・
が
あ
久
瀞
響

又
鎮
の
内
部
は
坊
巷
と
名
付
け
ら
れ
る
区
鋼
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る

（海

志
）
。
又
大
き
な
鎮
で
は
場
合
に
よ
っ
て
城
郭
が
築
か
れ
る
こ
と
も
な
き
に

も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
な
い
方
が
普
通
で
あ
っ
た
（
蘇
会
溢

獣
畷
至
芸
縫
）
。
そ
の
他
界
内
の
階
級
構
成
に
つ
い
て
は
、
上
記
澱

患
に
は
三
戸
が
少
く
、
浮
動
人
ロ
ー
一
般
都
市
に
見
ら
れ
る
流
れ
者
や
客

i
一
が
多
い
と
記
さ
れ
て
居
る
。
更
に
は
所
謂
〃
遙
佃
戸
”
な
る
不
在
地
主

級
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鎮
市
の
名
の
示
す
よ
う
に
矢
張
り
商
店
を
持

商
入
階
級
が
多
く
居
佳
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鎮
内
に
は
か
な
り
の
財

・
富
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
長
編
・
需
要
な
ど
に
、
し
ば
し
ば
大
が

り
な
盗
賊
が
州
県
城
と
な
ら
ん
で
、
鎮
を
も
掠
奪
の
対
象
と
し
て
い
た
記
録

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。

、
お
　
お
　
り
　
に

こ
う
し
た
朱
代
の
鎮
が
そ
れ
自
体
を
支
え
る
よ
う
な
一
つ
の
安
定
し
た
産
業

り
工
業
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
疑
わ
し
い
。

代
の
蘇
州
地
方
で
震
沢
鎮
が
居
民
二
千
余
家
、
倶
に
緋
織
を
業
と
し
、
盛
沢

が
綿
綾
を
以
て
業
と
な
し
（
慶
煕
興
江
県
志
　
巻
一
）
て
い
た
よ
う
な
状
況
を
宋
代
に
要
求

る
の
は
未
だ
無
理
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
景
徳
鎮
の
如
く
養
窟
で
著
名

な
り
、
或
は
、
成
都
彰
州
の
導
江
と
か
棚
口
と
い
っ
た
茶
場
を
ひ
か
え
た
鎮

よ
う
に
特
殊
産
業
を
背
景
に
持
つ
鎮
は
別
と
し
て
、
鎮
自
体
が
｛
つ
の
産
業

持
つ
よ
う
な
場
合
は
寧
ろ
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
唐
末
・
五
代
の
乱

の
中
に
、
地
方
は
地
方
な
り
の
開
発
が
進
み
、
農
業
生
産
高
は
あ
る
程
度
上

し
た
。
宋
が
こ
れ
を
統
一
し
各
プ
ロ
ツ
ク
の
枠
が
外
さ
れ
て
生
塵
力
の
向
上

伴
い
、
流
通
経
済
は
唐
代
よ
り
は
る
か
に
盛
ん
と
な
る
。
こ
れ
迄
県
城
を
中

と
し
て
い
た
、
一
つ
の
経
済
圏
は
、
県
城
と
蓋
附
と
の
申
間
に
も
う
一
つ
小

な
鎮
を
中
心
と
し
た
経
済
圏
を
形
成
せ
し
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
貨
幣

済
に
し
て
も
、
商
品
流
通
に
し
て
も
、
県
の
下
に
鎮
が
来
る
こ
ど
に
よ
っ
て

村
の
す
み
ず
み
に
迄
浸
透
し
、
逆
に
農
村
の
生
産
品
は
こ
の
鎮
を
へ
る
こ
と

よ
っ
て
更
に
活
澄
に
他
へ
流
通
す
る
こ
と
が
出
来
得
る
。
宋
代
に
於
て
か
か

商
業
聚
落
が
数
多
く
出
現
し
た
こ
と
は
注
号
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
り

て
そ
れ
を
過
大
視
す
る
こ
と
は
田
来
な
い
。
鎮
と
郷
村
の
人
口
比
率
の
目
安

宋
会
要
稿
兵
二
に
あ
る
保
甲
の
数
で
割
出
し
て
み
る
と
、
鎮
市
と
草
市
を
合

て
も
そ
の
郷
村
人
口
と
の
比
は
最
も
大
き
い
も
の
で
山
々
全
体
の
7
％
を
占

る
に
す
ぎ
な
い
（
こ
れ
は
あ
く
迄
も
目
安
で
確
實
な
比
率
て
は
な
い
）
。
そ
の
分
布
に
於
て
も
県
城
外
三
十

里
以
内
に
存
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
明
・
清
時
代
例
え
ば
蘇
州
府
で
非

に
多
く
の
鎮
が
出
来
、
そ
の
州
県
城
に
対
す
る
枠
が
ぐ
っ
と
せ
ば
ま
り
、
各

が
自
律
的
産
業
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
て
も
、

代
の
鎮
の
大
半
の
基
本
的
性
格
は
、
農
村
を
中
心
と
し
た
商
品
流
通
の
仲
介

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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　　　　　European　Cities　in　the　Middle　Ages

in　the　connection　of　the　feudal　monarchy　with　the　absolutism

　　　by

Yuji　Aida

　　The　object　of　this　article　consists　in　establishing　a　graphic　formula．

The　establishment　of　urban　and　rural　communities　is　prerequisite　to

the　formation　of　the　feudal　monarchy，　which　finishes　its　task　of　cen－

tra工ization　by　grasping　cities；the　formation　of　the　absolute　monarchy

is　fixed　by　grasping　cities　and　countries　where　the　differentiation　of

status　proceeds　and　relation　of’the　governing　and　the　governed，　that

ef　exploitation，　and　that　of　government　and　rivalry　between　cities　and

minor　cities　or　countries　have　been　formed．　What　the　absolutism

grasps　is　the　upper　of　these，　and　how　it　grasps　and　what　cities　are

should　be　a　great　factor　to　explain　the　degree　of　absoluteness　in　the

absolutism．

An　Aspect　of　Local　T6wns　in　the　Sung〈宋）Dynasty

　　　　　　　　　　　　development　and　history　of　CIL6π（鎮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Kaoru　Umehara

　　Most　of　the　larger　cities　in　China　were　seat　of　old　Chou－chih（州治）

and　Hsien－chih　（県治）　and　rather　rnore　of　political　character．　In　the

period　from　the　T’ang（唐）to　S2｛ng（宋）dynasty　including　陥4－tai

（五代）aremarkable　change　took　place　in　c呈ties；after　the　Sung

dynasty，　besides　old　political　cities　constructed　around　the　Chou　and

Hsien－Clz’動8　（羽並），　a　good　many　of　smaller　towns　called（rhEn

（鎮）Qr　Shih（市）prospered　by　mainly　commercial　activities　were

growing　along　traffic　routes　or　within　villages．　lt　is　essential　to　ana－

lyse　the　character　o’f　these　smaller　cities　and　to　study　their　relation

to　the　then　society　which　yieid　them，　foir　the　development　of　these

1ocal，　commercial　towns　seems　to　be　important　in　iater　Chinese　soci：

ety．
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　This　article　presents　an　aspect　of　outlined　histbry　and　contents　of

Che”n　（ifi．T，ll）　by　the　Sung　dynasty，　expecting　to　help　oUr　future　syste－

matic　study　of　the　relation　between　town　and　country．

　　　　On　Cotton　Merchants　of　Cities　in　the　Sec（蘇）and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sun8（松）District

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takanobu　Terada

　　In　the　delta　plain　around　Su－chou　（蘇州）　down　the　Ch’ang－chiang

（長江）river，　the　cotto亘industry　has　been　widely　developing　since　the

‘‘

ling”（明）dynasty，　in　which　poor　farmers　took　the　most　active

part　；　many　cities　grown　there　were　mainly　commercial．　This　article

realized　the　activities　of　these　cotton　merchants，　especially　the　mana－

gement　of　cottgn－cloth　dealers　who　seemed　to　be　puttipg－out　merchants，

in　cQnnection　with　the　character　of．“Tgi‘一hao”（字号）trading　outside

the　Ch’ang’一7η動（閻門）in　Su－chou（蘇州）which　seemed　to　have　the

largest　scale　of　cotton－wholesalers．

　　　　　　The　Development　of．．　Sδ（惣）So1idarity　in　Cities

　　　　　　especially　on　the　Holeke（法華）riot　in　the　TenT2ton（天文）era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takeshi　Toyoda

　　Tbe　great　riot　of　K6］n　in　Germany　in　1074　is　1〈nown　as一　the　first

commune－movement　guided　by　the　group　of　wealthy　merchants．　ln

order　to　establish　commune　cities　had　to　repeatedly　make　terms

with　and　struggle　against　the　citylord．　Also　in　Japan　the　six．teenth

century　was　the　period　when　such　a　riot　was　predoininant　in　Kyoto，

Nara　or　other　places．

　　This　article　treats．the石。競6（法華）1’i　Ot　main／y　in　Kyoto　in　the

Tentrzon（天文）era，　expla三ning　i亡s　process　in　pre－rioむperiod　and　the

r61e　of砿αoん‘s瞬（町衆），　expecting　to　be　a　material　for　studying

the　characteristic　of　the　commune－movement　in　Japan．
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