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W
　
　
【
要
約
】
城
下
町
の
研
究
は
、
一
晃
、
《
形
態
論
》
を
こ
え
た
段
階
に
き
て
い
る
よ
う
に
云
わ
れ
な
が
ら
、
実
は
そ
の
体
系
的
な
研
究
は
十
分
果
さ
れ
て
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堰
A
第
－
節
に
お
い
て
、
一
応
の
要
約
と
し
て
の
《
仮
説
》
を
の
べ
、
第
韮
節
に
お
い
て
、
こ
れ
を
例
証
す
る
こ
と
に
し
た
。
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向
を
探
ら
ん
と
す
る
方
法
、
所
謂
、
漏
9
目
宕
0
9
量
喝
露
ω
o
げ
①
鼠
Φ
9
0
α
①
」
を
採

　
　
　
　
　
　
は
　
し
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
。
ま
た
霞
。
H
●
局
δ
餌
戦
①
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
プ
ラ
ン
に
表
わ

③
　
近
世
城
下
町
は
封
建
都
市
の
《
典
型
》
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
名
領
麟
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
一
箇
の
《
地
域
酌
単
元
》
を
編
成
す
る
核
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
し
か

も
そ
れ
自
体
の
都
市
プ
ラ
ン
が
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
地
表
景
観
へ
の
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

体
的
投
影
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
地
理
学
に
も
問
題
が
多
い
。

⑤
　
し
か
し
、
本
稿
で
は
問
題
を
「
都
市
プ
ラ
ン
」
に
限
り
た
い
。
そ
れ
も

努
め
て
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
に
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
か
つ
て
奥
井
複
太
郎
は
、
ド
イ
ツ
都
市
計
画
の
史
的
考
察
に
あ
た
り
、

「
非
技
術
家
で
あ
る
所
の
者
が
都
市
計
画
に
関
係
し
得
る
範
囲
は
之
を
除
い

　
　
　
　
③

て
他
に
な
い
」
と
し
て
、
　
「
地
理
的
発
展
に
基
．
礎
を
澱
き
文
化
的
発
展
の
傾

れ
た
交
化
史
の
流
れ
を
横
倒
し
に
し
て
、
七
つ
の
地
域
的
類
型
を
検
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
い
う
仕
事
を
み
せ
て
く
れ
た
。
同
様
の
方
法
は
近
く
は
図
．
国
．
U
ざ
瞠
置
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
§
に
よ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
中
世
都
市
に
つ
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
i

小
稿
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
の
単
な
る
形
態
研
究
へ
の
地
理
学
史

上
の
逆
行
に
了
ら
な
け
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。

◎
　
近
世
城
下
町
の
《
衆
観
》
な
い
し
《
形
態
》
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
一

見
、
な
し
つ
く
さ
れ
た
か
の
観
が
あ
る
。
し
か
し
顧
み
る
と
き
、
曰
く
水
系

の
防
禦
的
利
用
、
日
く
社
寺
配
置
・
道
路
屈
折
に
み
ら
れ
る
軍
事
的
顧
慮
、

ま
た
煙
く
身
分
別
・
職
業
別
居
住
区
の
設
定
①
8
。
一
小
野
均
以
来
、
わ
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れ
わ
れ
に
は
城
下
町
プ
ラ
ン
の
典
型
像
が
で
き
上
っ
て
い
て
、
そ
の
《
概
説
V

と
い
う
尺
度
入
り
の
レ
ン
ズ
を
す
べ
て
の
城
下
町
絵
麟
に
当
て
て
い
る
傾
向

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
す
べ
て
の
域
下
町
プ
ラ
ン
に
通
有
の

要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
学
の
説
か
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
諸
城
下
町
は
、
④
そ
れ
ぞ
れ
成
立
期
を
異
に
す
る
と
と
も
に
、
⑭
同
一

城
下
町
に
お
い
て
も
、
建
設
期
・
完
成
期
・
崩
壊
期
で
は
、
そ
の
プ
ラ
ン
に

変
容
が
追
跡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
④
・
⑨
と
も
に
、
そ
こ
に
は
藩
構
造

の
差
異
や
幕
藩
体
制
の
変
質
過
程
が
反
影
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
④
・
⑨
の
場
合
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
古
図
の
示
し
て
く
れ
る
城

下
町
プ
ラ
ン
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
そ
れ
ら
を
照
合
す
る
と
き
、
幾
つ
か
の

類
型
が
検
出
で
き
、
し
か
も
そ
の
諸
類
型
は
、
一
つ
の
発
展
系
列
に
そ
っ
て

い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
1
近
世
城
下
町
プ
ラ
ン
の
発
展
的
類
型
と
そ
の

進
化
系
列
と
を
設
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
小
稿
の
目
標
で
あ
る
。

＊
　
城
下
町
プ
ラ
ン
に
ヴ
ァ
ラ
ユ
テ
ィ
を
賦
与
し
て
い
る
い
ま
一
つ
の
拙
き

　
な
因
子
が
、
城
下
町
の
立
地
基
盤
の
自
然
的
条
件
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま

　
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
が
説
か
れ
て
い
る
の

　
で
、
敢
て
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な
い
。
、
こ
こ
で
は
、
さ
よ
う
に
多
様
な
自
然

　
約
条
件
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
克
服
し
て
、
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ラ
ソ
の
な
か
に
、
発
展
的
類
型
を
見
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
小
論
は
、
主
と
し
て
刊
本
所
収
の
下
図
や
文
献
な
ど
、
手
近
か
に
あ
る

嘆
く
限
ら
れ
た
材
料
に
よ
っ
て
組
立
て
た
《
仮
説
》
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
個

個
の
城
下
町
に
つ
い
て
の
実
地
計
測
な
ど
、
後
日
に
残
さ
れ
た
問
題
が
頗
る

多
い
。
で
、
こ
こ
で
は
「
序
説
」
と
し
た
。

1
五
つ
の
類
型

　
最
近
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
城
下
町
の
構
造
を
、
時
代
酌

に
三
つ
く
ら
い
に
わ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
提
起
さ
れ
あ
る
い
は
示
唆
さ
れ

て
霞
娼
私
は
こ
れ
ら
の
宿
れ
た
論
放
か
ら
、
・
け
麺
教
示
に
謝
し
つ
つ
、
近

世
城
下
町
プ
ラ
ン
を
五
つ
の
類
型
に
分
け
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
幻
型
　
城
砦
と
城
下
町
と
が
難
題
酌
に
甚
だ
し
く
距
っ
て
い
る
も
の
で
、
高

　
く

歯
型
あ
る
い
は
母
型
と
で
も
名
付
け
た
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
城
は

山
上
、
城
下
は
山
麓
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
巾
世
城
下
町
に
は
多
く
み

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
施
・
高
取
や
製
禄
城
下
町
プ
・
ン
に
お
け
る
幻
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
代
表
事
例
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、
い
わ
ば

中
世
酌
な
、
原
初
的
形
態
を
持
続
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
系
譜
的
に
⑧
豪
族
屋
敷
に
つ
な
が
る
城
お
よ
び
給
人
居
住
域
と
、
⑮
市
場
集

落
の
転
化
で
あ
る
城
下
町
麗
と
の
水
平
的
距
離
の
へ
だ
た
り
は
、
中
世
城
下
町

で
は
ほ
ぼ
普
遍
的
属
性
で
あ
っ
た
が
、
殆
ん
ど
の
場
合
、
次
の
時
期
に
、
か
か

る
水
平
的
距
離
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
的
城
下
町
を
形
成
し
て
き

て
い
る
・
岡
の
場
合
ゆ
城
砦
と
城
碍
・
の
比
藻
約
δ
○
米
、
叢
に

お
い
て
聰
約
四
三
〇
米
で
あ
る
・
つ
ぎ
の
島
町
以
下
へ
の
進
化
を
阻
碍
し
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

122　（562）



近世城下町プランの発展類型　　序説（矢守）

因
と
し
て
、
こ
の
垂
直
的
距
離
の
も
つ
役
割
は
大
き
い
。

　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
B
型
い
わ
ば
一
郭
型
、
前
記
の
⑧
と
6
と
が
、
こ
の
プ
ラ
ン
で
は
と
も
か
く

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
近
接
す
る
。
あ
る
い
は
混
在
す
る
。
こ
の
混
在
か
否
か
に
よ
っ
て
、
a
・
泓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
サ
ブ
ー
ー
タ
イ
プ
を
設
定
し
よ
5
。
　
両
者
の
な
か
に
は
、
a
↓
跳
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
前
後
関
係
が
あ
る
。
a
で
は
掛
雛
の
な
か
に
田
地
を
も
包
含
す
る
こ
と
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
が
、
翫
に
な
る
と
a
で
は
混
在
し
て
い
た
武
家
屋
敷
と
町
屋
と
が
、
地
域
的

　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

に
明
分
さ
れ
、
道
路
計
画
に
直
交
状
が
卓
越
し
て
く
る
。

　
中
世
都
市
と
近
世
都
市
に
お
け
る
景
観
上
の
相
異
点
と
し
て
、
前
者
の
遠
心

的
開
放
性
・
自
然
成
長
的
無
計
画
性
に
対
し
、
後
者
の
求
心
的
凝
集
性
・
計
醐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
）
　
）
　
　
）
　
　
　
　
．
）

的
秩
序
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
恥
↓
泓
は
、
政
以
前
か
ら
恥
へ
の
進
化
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
（

も
に
、
右
の
言
に
み
え
る
過
程
を
辿
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
両
者

に
共
通
す
る
の
は
、
濠
・
土
壁
な
ど
を
も
っ
て
す
る
《
総
構
え
》
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
城
下
の
総
郭
は
、
結
城
（
弘
治
年
間
）
な
ど
に
は
じ
ま
り
、
天
正
末
年
の
小

田
原
城
下
あ
た
り
が
、
他
城
下
に
お
け
る
総
郭
型
縄
張
り
の
《
手
本
》
に
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
説
も
あ
り
、
戦
国
時
代
～
安
土
桃
山
の
城
下
町
の
特
色

　
　
　
　
　
　
⑰

と
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
プ
ラ
ン
に
も
総
郭
は
あ
ら
わ

　
　
　
’

れ
る
。

　
結
域
・
足
利
・
小
田
原
・
岩
槻
・
徳
吉
・
鳥
取
・
桑
名
・
八
代
…
…
〔
止
居

　
と
濠
民
姫
路
…
－
〔
石
壁
と
濠
〕
、
岡
由
・
甲
府
・
飯
田
・
金
沢
…
…
藻
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
諸
書
に
ひ
か
れ
る
例
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
＊
　
以
下
、
土
・
石
臼
を
も
つ
て
す
る
塁
・
壇
、
ま
た
水
濠
・
河
川
分
流

　
　
（
多
く
ば
土
手
を
も
つ
が
）
な
ど
の
水
系
、
空
漂
な
ど
、
囲
郭
と
し
て
の

　
　
構
築
物
や
意
識
的
に
利
用
さ
れ
た
地
形
地
物
の
う
ち
、
最
外
側
に
あ
る
も

　
　
の
を
「
総
郭
」
と
よ
ぶ
。
序
で
な
が
ら
、
大
手
門
よ
り
内
を
「
城
内
」
と

　
　
よ
ぶ
。
だ
か
ら
「
城
内
扁
1
1
「
郭
内
扁
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
C
型
　
つ
ぎ
の
D
型
と
と
も
に
、
幕
藩
体
制
の
成
立
期
に
新
設
な
い
し
改
修

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

さ
れ
た
城
下
町
プ
ラ
ン
に
卓
越
す
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
か
の
階
層
的
身
分
捌
や
、

軍
事
的
都
市
と
し
て
の
配
慮
が
、
城
下
町
の
地
域
制
と
し
．
て
最
も
見
事
に
顕
現

し
て
い
る
型
で
あ
る
。
わ
が
近
世
城
下
町
は
、
慶
長
二
〇
年
間
な
ら
び
に
そ
の

前
後
に
、
陸
続
と
し
て
嵐
現
し
、
そ
の
数
は
全
城
下
町
の
殆
ん
ど
を
占
め
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
建
設
期
に
お
い
て
は
B
型
プ
ラ
ン
を
し
め
し
た
城
下
町
も
、
や
が
て
C
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　

な
い
し
D
型
へ
の
移
行
を
辿
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
だ
か
ら
地
域
制
云
々
の
《
概

　
　
　
（

説
》
が
、
正
に
概
説
と
し
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
れ
を

繰
返
す
要
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
C
型
の
特
色
と
し
て
重
視
し
た
い
の
は
、
一
私
は
こ
の
視
角
よ
り
、
D
型

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

と
こ
れ
と
を
分
け
た
の
で
あ
る
が
i
、
内
町
と
金
町
と
の
区
分
と
い
う
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。
嶺
町
の
出
現
と
い
っ
て
も
よ
い
。
B
型
で
は
、
も
と
よ
り
す
べ
て
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

屋
が
、
総
郭
内
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
C
型
に
お
い
て
は
、
主
要
町
屋
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

を
、
ハ
イ
ー
ー
ク
ラ
ス
の
武
家
屋
敷
と
と
も
に
外
郭
内
（
多
く
は
外
濠
と
内
濠
と

の
間
）
に
配
馨
し
、
主
要
な
ら
ざ
る
町
屋
、
新
設
町
屋
は
外
郭
の
外
側
に
お
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
、
外
町
の
さ
ら
に
外
側
を
、
下
級
士
族
、
足
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⑲
）

軽
な
ど
の
醗
敷
群
、
お
る
い
は
社
寺
群
「
を
も
う
て
カ
ヴ
ァ
し
て
い
る
点
が
C
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　

の
特
色
で
、
E
型
で
は
そ
の
企
図
さ
え
、
都
市
プ
ラ
ン
の
上
か
ら
消
滅
し
て
ゆ

　
　
　
　
　
（

く
。
）

　
も
ち
ろ
ん
、
内
町
・
外
町
の
呼
称
は
地
子
免
の
有
無
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場

合
が
多
い
が
、
原
初
的
な
い
し
原
則
的
に
は
、
外
郭
の
内
が
内
町
で
あ
る
。
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
内
町
あ
る
い
は
外
翼
は
、
B
型
の
絶
戸
の
う
ち
に
残
さ
れ
る
か
、
或
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

外
へ
押
出
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
理
的
に
は
そ
う
い
、
）
B
型
↓
C
型
と
の
想
定
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
り
立
つ
と
思
う
し
、
事
実
そ
の
例
も
多
い
が
、
一
方
、
C
型
プ
ラ
ン
を
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
し
て
、
B
型
↓
D
型
と
い
う
ケ
ー
ス
も
黒
く
な
い
。
そ
れ
で
は
D
型
と
は
ど

　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

う
い
う
プ
ラ
ン
か
。

　
ラ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
D
型
　
爾
余
の
点
で
は
C
型
に
等
し
い
が
、
こ
れ
は
も
は
や
外
郭
内
に
は
武

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

家
屋
敷
し
か
と
ど
め
な
い
型
で
あ
る
。
町
屋
は
す
べ
て
郭
外
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
こ
ろ
で
、
薪
城
下
町
と
し
て
の
建
設
の
時
期
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
C
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　

と
D
型
と
い
う
、
か
な
り
大
き
な
相
異
点
を
も
つ
二
つ
の
都
市
プ
ラ
ン
が
生
じ

　
（

た
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
②
　
先
ず
考
え
得
る
こ
と
は
、
大
大
名
の
城
下
町
は
C
型
で
あ
り
、
小
大
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　

の
城
下
町
は
D
型
を
採
る
と
い
う
こ
と
。
一
X
節
で
み
る
如
く
、
た
だ
論
外

　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
往
還
の
両
側
に
の
み
町
屋
の
発
達
す
る
よ
う
な
小
規
模
の
城
下
町
に
は
D
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
同
ク
ラ
ス
の
城
下

　
　
　
　
　
　
　
＞
　
　
　
　
　
　
　
＞

町
で
あ
り
な
が
ら
、
C
型
も
あ
れ
ば
D
型
も
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
⑤
　
原
田
伴
彦
は
近
世
都
市
の
形
成
を
、
中
世
都
衛
と
の
系
譜
的
関
連
よ
り

考
察
し
、
か
つ
て
小
野
均
が
「
建
設
都
市
」
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
た
城
下

町
の
な
か
に
も
、
す
で
に
中
世
期
に
都
市
も
し
く
は
都
市
的
集
落
と
し
て
成
長

し
て
い
た
も
の
の
、
近
世
的
粉
飾
、
即
ち
既
存
の
中
世
都
市
が
新
城
下
町
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
改
造
再
生
し
た
ケ
ー
ス
の
多
か
っ
た
こ
と
を
、
例
証
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
一
見
、
新
し
き
建
設
都
市
で
あ
る
か
の
如
ぎ
近
世
城
下
町
に
も
、

ω
厳
密
な
意
味
で
の
新
し
き
都
市
建
設
と
、
②
幾
許
か
の
都
布
主
要
素
を
も
つ

て
い
た
中
世
都
市
な
い
し
中
世
集
落
の
改
編
と
い
う
二
つ
が
存
在
し
た
わ
け
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
は
こ
の
ω
が
C
型
プ
ラ
ン
を
採
用
し
、
②
が
多
く
、
D
型
を
採
用
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

は
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
。

　
ω
の
場
合
、
即
ち
原
野
に
忽
焉
と
し
て
新
城
下
を
出
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
に

際
し
、
地
子
免
除
な
ど
の
優
遇
策
を
も
つ
て
、
有
力
商
人
を
誘
致
し
保
護
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
は
既
に
説
か
れ
て
い
る
。
ω
の
場
合
、
B
型
す
く
な
く
と
も
C
型
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

を
と
る
こ
と
の
多
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
の
場
合
は
、
ω
の

場
合
ほ
ど
に
は
、
そ
れ
が
必
須
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
殊
に
そ
こ
が
中
世
末
に

お
い
て
、
宿
場
町
・
港
町
・
市
場
町
・
門
前
町
と
し
て
、
あ
る
い
は
中
世
城
下

町
と
し
て
、
あ
る
程
度
発
達
し
て
い
た
場
合
に
は
、
忍
野
の
領
主
は
、
そ
の
都

市
プ
ラ
ン
の
近
世
的
な
改
造
に
際
し
、
た
と
え
地
子
免
等
の
保
護
策
を
施
す
に

せ
よ
、
　
一
方
、
，
武
家
屋
敷
地
区
と
町
屋
地
区
と
の
間
に
、
身
分
的
秩
序
の
一
線
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を
劃
す
る
こ
と
を
、
よ
り
重
視
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
郭
内
に
町
屋
を
一

　
　
　
　
　
　
　

切
包
摂
し
な
い
D
型
プ
ラ
ン
の
出
現
は
、
こ
の
よ
う
な
契
機
に
発
す
る
の
で
は

　
　
　
　
　
　
（

あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
も
う
一
つ
。
　
「
内
山
下
」
の
公
用
地
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
D
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
み
の
属
性
ど
い
う
よ
り
、
B
型
↓
C
型
・
D
型
、
あ
る
い
は
C
型
↓
D
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（

移
行
期
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
大
憲
門
と
搦
手
門
よ
り
内
側
、
即
ち
城

内
は
、
か
つ
て
は
領
主
の
一
族
な
い
し
重
臣
の
武
家
屋
敷
よ
り
な
る
「
内
山
下
」

が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
幕
藩
体
制
の
整
備
に
つ
れ
て
、
こ
れ
が
藩
庫
・
御
座

所
・
城
内
広
場
な
ど
の
公
用
地
に
転
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
詳
細
な
具
体

例
は
第
正
節
で
の
べ
る
が
、
例
え
ば
高
知
城
下
に
つ
い
て
、
　
「
内
山
下
」
の

「
郭
中
」
へ
の
移
動
に
伴
い
、
「
郭
中
扁
に
存
在
し
た
町
屋
が
「
郭
外
」
に
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
さ
れ
て
ゆ
く
経
過
と
そ
の
適
確
な
意
味
づ
け
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
か
か
る
点
よ
り
、
出
現
の
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
C
型
と
D
型
と
の
問
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　

C
型
↓
D
型
と
い
う
順
序
を
仮
定
し
た
の
で
あ
る
。

（
　
　
　
　
　
（

　
　

　
E
型
　
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
つ
ま
り
元
和
恨
武
後
、
一
〇
〇
余
年
を
経
て

　
（

の
ち
に
成
立
し
た
城
下
町
に
代
表
さ
れ
る
プ
ラ
ン
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
鯖
江
の

如
く
、
武
家
屋
敷
を
も
郭
で
囲
む
こ
と
を
や
め
た
型
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

展
的
な
城
下
町
に
お
い
て
は
、
当
初
、
B
・
C
・
D
型
プ
ラ
ン
を
示
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（
　
　
（

に
も
、
例
え
ば
街
道
沿
い
に
町
屋
が
伸
長
す
る
な
ど
し
て
、
プ
ラ
ン
の
原
型
に

変
容
を
み
せ
て
ゆ
く
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
江
戸
聖
代
初
期
に
お
い
て
は
、
町

屋
地
区
の
膨
脹
に
即
応
し
て
、
適
宜
、
足
軽
屋
敷
・
社
寺
な
ど
を
、
さ
ら
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
外
側
に
移
動
配
置
し
て
い
た
。
即
ち
、
た
え
ず
C
型
的
に
改
編
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
そ
の
よ
㌧
）
な
配
慮
を
や
め
る
。
そ
れ
故
、

幕
末
期
の
城
下
図
に
な
れ
ば
、
原
型
は
粛
白
で
あ
れ
、
殆
ん
ど
の
城
下
町
が
部

　
　
　
　
　

分
的
に
は
E
型
的
要
素
を
具
え
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
（

　
　

　
F
型
　
こ
れ
は
崩
壊
型
プ
ラ
ン
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
、
近
世
城
下
町
と
し

　
（

　
て
は
、
都
市
プ
ラ
ン
そ
の
も
の
の
崩
壊
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
て
、
城
下
町
プ
ラ
ン
全
体
が
F
型
と
い
う
城
下
町
の
あ
ろ
う
筈
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
F
型
的
要
素
は
、
E
型
と
と
も
に
、
部
分
的
に
は
藩
政
後
期
～
末
期
に
お
け

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
る
大
半
の
城
下
町
に
あ
ら
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
実
際
上
の
プ
ラ
ン
の

　
上
で
、
そ
れ
を
捉
え
得
る
資
料
は
乏
し
い
。

　
　
例
え
ば
、
商
工
業
独
占
機
構
の
崩
壊
は
、
ω
城
下
町
内
部
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
地
域
制
の
無
視
と
い
う
形
で
》
景
観
の
上
に
あ
ら
わ
れ
、
②
外
都
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
は
城
下
に
近
接
し
た
地
域
に
お
け
る
外
店
の
成
立
、
在
郷
町
の
活
動
と
し
て

　
城
下
町
プ
ラ
ン
に
挑
戦
し
て
く
る
。
ま
た
⑧
都
市
細
民
の
増
加
は
、
町
屋
間

　
口
の
細
分
化
現
象
（
〔
後
記
〕
参
照
）
を
惹
起
す
る
が
、
借
屋
が
松
代
城
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
⑳

　
の
「
町
外
町
」
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
享
保
以
降
　
の
広
島
の
ご
と
く
、
武
家

　
・
屋
敷
や
寺
領
を
ま
で
蚕
食
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
城
下
町
プ

　
ラ
ン
崩
壊
の
感
を
ふ
か
く
す
る
。
ω
ま
た
武
士
団
の
貧
窮
に
伴
う
下
級
士
族

　
　
カ
　
　
カ

　
の
家
内
工
業
も
、
そ
れ
が
家
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
拡
、
少
く
之
も
プ
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ラ
ン
の
上
で
は
F
型
と
は
い
い
得
な
い
が
、
藩
営
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ニ
ァ
な

　
　
　
　
　
⑳
（

　
ど
の
出
現
は
、
下
主
自
ら
、
建
設
当
初
の
プ
ラ
ン
を
改
革
し
て
ゆ
か
ね
ば
な

　
ら
な
く
な
る
可
能
性
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
要
約

　
①
　
近
世
城
下
町
の
プ
ラ
ン
に
み
ら
れ
る
五
類
型
、
な
ら
び
に
そ
の
発
展
系

列
を
第
－
図
の
如
き
模
式
図
に
要
約
し
よ
う
と
思
う
。

鼠1

目・

醗・

團・

if）e6

re駆L

（B，）

・、

寶

蔭⊃

潤
@
（

NTUre

、

　　〈C）　（D）　（E）
　　　　第1図　近世城下町プランの5類型模式図
工…武寡屋敷，1［…足軽屋敷，皿…町屋，IV…百姓屋太線…郭。

（D）・（E）の内郭内部の空白は「内山下」の公用地化をしめす。

　
②
五
つ
の

類
型
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
プ
ラ

ン
の
卓
越
し
た

時
期
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

し
か
し
A
～
E

　
　
　
（
　
　
（

は
発
展
系
列
の

順
序
を
し
め
す

も
の
で
、
慶
長

以
前
に
建
設
さ

れ
た
城
下
町
で
、

　
　
　
　
　

い
き
な
り
D
型

　
　
　
　
（

を
採
る
も
の
も

あ
れ
ば
、
江
戸

時
代
中
期
に
漸
く
地
響
ラ
ソ
を
も
つ
て
新
建
設
さ
れ
る
城
下
町
も
あ
り
う
る
・

　
　
　
　
　
　
（

　
㈲
　
建
設
期
に
は
い
ず
れ
の
型
を
と
る
に
せ
よ
、
時
と
と
も
に
原
則
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A
↓
B
…
専
E
の
方
向
に
変
容
し
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
あ
る
一
定
の
《
時
の
断

（
　
　
　
（
　
　
　
　
　
（

面
》
1
例
え
ば
幕
宋
期
を
と
れ
ば
、
各
城
下
町
が
そ
の
時
ま
で
に
到
達
し
た

　
　
　
　
　

A
～
E
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
に
あ
る
プ
ラ
ン
の
分
布
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
　
　
（

（
例
え
ば
幕
末
に
お
い
て
な
お
「
内
山
下
」
を
残
存
し
て
い
る
も
の
と
、
然
ら

ざ
る
も
の
と
い
う
如
く
に
も
。
）
そ
の
差
異
は
藩
構
造
の
差
、
あ
る
い
は
地
域

差
に
よ
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
考
察
は
次
の
機
会
を
ま
ち
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ω
　

一
個
の
城
下
町
プ
ラ
ン
の
変
容
が
A
↓
E
の
系
列
に
沿
う
ば
か
り
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（

く
、
あ
る
一
個
の
領
主
に
注
目
す
れ
ば
、
転
封
ご
と
に
彼
の
う
ち
出
す
城
下
町

プ
ラ
ン
に
も
、
こ
の
発
展
系
列
が
見
出
せ
6
の
は
興
味
ふ
か
い
事
実
の
よ
う
に

思
う
。
例
え
ば
井
伊
氏
は
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
箕
輪
城
に
入
部
す
る

が
、
別
に
政
庁
・
居
館
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
城
を
も
つ
て
こ
れ
を
か
ね
る
。

箕
輪
城
下
は
城
郭
山
麓
に
ふ
る
く
よ
り
あ
る
市
場
集
落
で
あ
る
。
つ
い
で
慶
長

三
年
（
…
五
九
八
）
、
自
ら
城
郭
・
城
下
を
高
崎
に
転
ず
る
が
、
こ
こ
で
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

た
の
は
正
に
総
郭
の
城
下
町
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
本
稿
の
分
類
で
い
え
ば
A
型
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　B
型
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
つ
い
で
関
ケ
原
役
後
、
井
伊
氏
は
三
成
の
佐
和
山
城

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
封
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
A
型
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
典
型
的
な
C
型
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
彦
根
城
下
町
を
新
建
設
し
て
移
る
。
A
↓
B
↓
C
の
コ
ー
ス
を
辿
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
，
（

如
是
で
あ
る
。
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序説（矢守）

一
近世城下町ブランの発展類型

　
ま
た
が
っ
て
小
野
均
は
、
蒲
生
氏
の
日
野
↓
松
阪
↓
若
松
と
い
う
推
移
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

町
割
の
整
備
し
て
ゆ
く
趨
勢
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
私
は
さ
ら
に
宇
都
宮
を
も
加

　
　
　
　
　
　
　

え
、
若
松
以
降
は
D
型
プ
ラ
ン
に
到
達
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（亙

　
仮
説
の
検
討

　
　
8
型
以
前
に
つ
い
で

X
　
　
）

　
A
型
や
、
B
型
す
な
わ
ち
総
二
型
を
形
成
す
る
以
前
の
城
下
町
は
、
基
本
的

　
（
　
　
　
　
　
　
　
（

　
に
は
「
中
世
城
下
町
」
で
あ
っ
て
、
当
面
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
よ
り
、
や
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
は
ず
れ
る
。
も
と
よ
り
、
前
言
せ
る
如
く
（
第
工
節
B
型
の
項
）
、
　
相
反
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
た
系
譜
を
負
う
城
郭
な
い
し
給
人
居
住
域
と
、
市
場
集
落
と
い
う
異
質
的
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
分
域
が
そ
れ
で
い
て
一
つ
の
集
落
を
構
成
す
る
に
至
る
過
程
は
、
直
接
、
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
型
プ
ラ
ン
形
成
の
序
曲
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
殊
に
a
型
は
、
島
田
豊
寿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
い
わ
ゆ
る
《
初
期
城
下
町
》
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
要
素
を
多
分
に

　
残
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
よ
そ
古
図
に
乏
し
い
こ
の
期
の

　
城
下
町
プ
ラ
ン
の
研
究
に
は
、
自
ら
別
稿
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
B
型
と
櫛
型
に
つ
い
て

　
（
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
げ
　
　
　
　

　
B
型
の
事
例
は
先
に
掲
げ
た
。
そ
の
中
に
且
型
と
琉
型
の
あ
る
こ
と
を
の
べ

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（

　
　
　

た
。
猛
毒
と
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
建
設
期
の
西
尾
・
岩
槻
な
ど

　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
a
型
に
は
未
だ
《
初
期
城
下
町
〉
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（

と
は
い
っ
て
も
、
す
で
に
総
郭
を
構
え
る
だ
け
の
段
階
に
達
し
て
い
る
の
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
、
郭
内
の
地
域
性
や
道
路
に
も
、
臨
型
へ
む
か
っ
て
の
塁
壁
的
な
計
画
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

看
取
さ
れ
る
。

　
西
尾
　
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
以
来
、
吉
良
氏
、
う
い
で
酒
井
氏
の
本
拠

で
あ
る
が
、
城
地
が
近
世
的
に
再
編
成
さ
れ
た
の
は
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八

五
）
～
末
年
、
田
中
氏
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
総
郭
は
お
そ
く
寛
永
一
八
年
（
一

六
四
一
）
か
ら
明
暦
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
菓
原
光
政
所
引

　
　
　
　
　
⑳

「
西
尾
城
下
図
」
に
は
、
街
村
状
の
町
屋
地
区
に
接
し
て
多
く
の
農
家
群
が
み

ら
れ
、
足
軽
組
屋
敷
が
そ
の
外
側
に
．
隣
接
し
て
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
古
い
要
素

を
具
え
て
い
る
。
「
文
久
二
年
、
参
鰻
交
代
の
制
緩
む
や
、
江
戸
在
住
の
、
藩
士
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
め

数
当
所
へ
移
転
し
、
居
を
外
町
の
西
に
定
め
、
其
地
も
新
屋
敷
と
称
す
る
に
至

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
後
代
に
外
町
の
成
立
を
み
る
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
維
新
当
時
西
尾
之
適
正
に
は
右
の
い
わ
ゆ
る
新
屋
敷

の
み
で
、
郭
外
町
の
発
達
は
み
ら
れ
ず
、
　
（
た
と
え
存
在
し
て
も
、
そ
こ
は

「
西
尾
」
に
属
し
な
い
た
め
描
か
な
か
っ
た
と
も
推
定
で
き
る
が
、
城
下
町
ブ

ラ
ン
の
上
で
は
、
そ
れ
を
城
下
に
編
入
し
な
か
っ
た
t
と
、
即
ち
「
外
町
」
に

し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
）
郭
内
の
百
姓
屋
も
、
若
干
、
武
家
屋
敷
に
．

交
替
し
て
い
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
2
図
）
。

　
岩
槻
　
長
禄
年
間
の
築
城
と
つ
た
え
ら
れ
、
　
「
所
々
の
村
民
来
り
諮
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
に
住
し
て
よ
り
随
て
雲
居
も
広
ま
り
し
、
永
禄
三
年
（
～
五
六
〇
）
か
ら
は
、

市
場
集
落
と
し
て
も
発
展
し
て
い
た
。
天
正
一
八
年
置
落
城
で
一
落
、
住
民
が
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A

r

　　　　　第2図西尾（「維藤当時西尾之図」による。）

A…文久二年増設の「新屋敷」，太線…土塁・石垣，　工…武家屋敷（一

部外側は足軽屋敷），1［…寺院，皿…町屋，1v…百姓屋。’

離
散
し
た
の
ち
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
入
部
し
た
高
力
氏
に
よ
っ
て
、
近

世
城
下
町
と
し
て
再
生
せ
し
め
ら
れ
る
。
　
「
薪
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
所
載
の
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
、
士
・
農
・
町
の
居
住
地
が
混
在
し
、
a
型
を
し
め
し
て
い
る
が
、
天
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
（

一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
「
岩
槻
城
門
」
で
は
、
総
郭
外
南
方
に
、
一
番
町
～

六
番
町
の
直
交
状
屋
敷
割
や
、
新
曲
輪
町
、
ま
た
江
戸
道
・
大
門
通
に
沿
う
町

　
　
　

屋
が
E
型
と
し
て
附
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
総
郭
内
部
は
ま
だ
広
大
な
田

　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畑
を
包
摂
し
、
か
つ
て
の
a
型
の
残
像
を
み
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　

　
あ
る
時
期
に
泓
型
を
示
し
た
城
下
町
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
に
も
多

　
　
　
　
　
　
X
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

数
あ
る
。
先
に
B
型
と
し
て
あ
げ
た
も
の
（
第
工
節
）
も
、
殆
ん
ど
既
型
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　

る
し
、
C
・
D
型
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
古
楽
の
な
か
に
も
、
容
易
に
か
つ
て

　
　
　
（
　
　
　
（

　
　
　
　

の
日
の
旧
型
を
復
原
し
得
る
も
の
が
附
く
な
い
。
後
述
す
る
。

　
　
　
（

　
高
崎
　
前
述
の
よ
う
に
、
井
伊
氏
が
慶
長
三
年
に
、
中
世
以
来
の
和
田
宿
を

城
下
町
と
し
て
改
．
編
し
た
の
で
あ
る
。
高
崎
で
は
、
滑
節
を
「
遠
構
え
」
と
称

　
　
　
　
　
　

し
た
と
い
う
。
瑞
型
に
比
べ
る
と
、
都
市
プ
ラ
ン
は
整
備
さ
れ
、
街
路
は
直
交

　
　
　
　
　
　
（

し
て
格
子
型
と
な
り
、
短
冊
型
の
町
屋
ブ
ロ
ッ
ク
が
配
置
さ
れ
、
整
然
た
る
地

域
制
が
二
障
さ
れ
る
。
し
か
し
、
総
郭
内
部
に
は
か
な
り
の
田
畑
を
も
含
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
は
「
開
治
に
至
る
ま
で
停
車
場
附
近
で
は
残
さ
れ
て
い
た
。
」

　
飯
田
　
建
保
年
闘
、
坂
西
氏
の
居
館
構
築
に
は
じ
ま
る
が
、
天
正
一
〇
年

（一

ﾜ
八
二
）
、
毛
利
氏
が
入
部
し
て
よ
り
城
下
町
建
設
が
行
わ
れ
、
文
禄
年

間
、
京
極
氏
に
よ
っ
て
「
京
都
ノ
町
割
二
準
ジ
テ
」
町
割
の
実
施
を
み
た
。
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序説（矢守）近世城下町プランの発展類型

　
脇
坂
氏
時
代
の
城
下
図
に
よ
る
と
、
天
龍
川
の
支
流
松
川
と
谷
川
と
の
き
ざ

む
段
丘
脈
端
に
位
置
し
、
そ
の
急
崖
（
比
高
五
〇
～
六
〇
メ
ー
下
ル
）
以
外
の

西
北
二
面
に
惣
堀
と
土
墜
と
を
も
っ
て
総
意
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
一
街
道

に
沿
っ
て
は
郭
外
に
一
条
の
町
屋
が
伸
長
し
、
そ
の
先
端
部
、
即
ち
城
下
へ
の

入
口
の
両
側
に
は
組
屋
敷
を
配
備
し
て
い
る
。
こ
の
総
郭
外
の
部
分
は
、
正
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

五
年
（
一
六
四
八
）
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
伊
勢
崎
　
井
上
定
幸
「
後
進
地
小
城
下
町
に
お
け
る
初
期
町
役
人
の
社
会
的

系
譜
」
に
は
、
主
題
の
序
章
と
し
て
、
戦
国
期
に
お
け
る
赤
石
城
近
辺
の
市
場

集
落
が
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
入
部
の
稲
壇
氏
に
よ
っ
て
近
世
城
下
町
に

改
造
さ
れ
た
前
後
の
景
観
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
　
「
町
の
惣
構
え
に
松
を
植
え

た
と
い
う
記
録
」
、
「
ま
た
町
の
外
側
に
は
御
囲
土
手
と
し
て
、
四
間
か
ら
三
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

く
ら
い
の
幅
を
も
つ
た
土
手
が
廻
ら
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
記
録
」
か
ら
す
る

と
、
明
ら
か
に
総
郭
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
二
割
や
道
路
に
も
、
小
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

模
な
が
ら
城
下
町
特
有
の
計
灘
性
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
、
歯
型
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

ラ
ソ
に
属
す
る
か
と
思
う
が
、
城
下
の
主
要
街
に
当
る
本
町
そ
の
他
に
、
分
附

関
係
の
内
百
姓
を
従
属
さ
せ
る
町
百
姓
が
数
多
か
ぞ
え
ら
れ
る
点
、
居
住
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ら
だ
け
云
っ
て
も
、
士
・
農
・
町
の
未
分
明
な
a
型
的
要
素
を
、
か
な
り
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

続
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
長
岡
　
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
、
蔵
王
城
に
入
部
し
た
雪
嵐
が
、
長
岡
へ

の
城
地
移
動
に
碧
手
、
そ
の
企
図
は
つ
ぎ
の
牧
野
氏
に
う
け
つ
が
れ
て
、
整
然

と
し
た
「
碁
盤
状
霜
割
」
の
城
下
町
が
完
成
さ
れ
た
。
　
「
越
後
古
志
郡
之
備
長

　
　
　
⑧

岡
城
之
図
」
に
よ
る
と
、
城
南
の
小
頭
町
・
上
足
軽
町
・
千
手
町
に
当
る
部
分

以
外
は
、
新
川
・
福
島
江
な
ど
信
濃
川
に
注
ぐ
小
川
と
そ
の
土
手
で
闘
わ
れ
て

い
る
。
本
図
に
は
「
本
書
は
牧
野
忠
成
公
御
官
名
有
之
、
元
和
輔
歳
竿
打
入
之

嗣
の
図
説
」
と
あ
る
が
、
果
し
て
元
和
四
年
当
時
を
写
す
図
で
あ
る
か
、
疑
を

も
つ
。
建
設
期
間
の
あ
ま
り
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
る
点
、
ま
た
衝
路
方
向
が
郭
の

内
外
で
喰
い
違
っ
て
い
る
点
な
ど
よ
り
し
て
、
当
初
の
プ
ラ
ン
は
総
郭
内
の
み

で
、
総
郭
外
は
後
年
附
頒
さ
れ
た
も
の
、
従
っ
て
本
図
も
そ
の
時
期
に
な
っ
て

か
ら
の
配
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

コ
　
　
　
　
　
　

　
猛
襲
↓
C
型
の
移
行
に
つ
い
で

　
（
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
事
例
は
、
す
で
に
3
2
型
の
項
に
お
い
て
も
適
宜
、
指
摘
し
た
が
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

で
は
件
の
推
移
過
程
の
顕
著
な
る
も
の
数
例
を
か
か
げ
る
。

　
丸
岡
　
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
柴
田
氏
の
築
城
に
は
じ
ま
り
、
城
下
町
も

そ
の
頃
か
ら
形
成
さ
れ
た
。
の
ち
若
干
の
領
主
の
更
迭
を
へ
て
慶
長
一
八
年

（
一
六
一
三
）
に
本
多
氏
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
有
馬
氏
に
代
っ
て
幕

宋
に
及
ん
で
い
る
が
、
本
多
氏
の
プ
ラ
ン
は
、
天
正
期
の
柴
田
氏
の
そ
れ
を
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ぽ
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
総
郭
、
直
交
状
町
劇
の

　跳
型
で
あ
る
。
元
禄
九
年
以
前
、
本
多
氏
時
代
と
、
天
保
七
年
（
一
八
鑓
穴
）

（有
馬
氏
時
代
の
「
丸
岡
御
城
下
絵
図
」
を
比
較
す
る
と
、
す
で
に
前
者
に
も
総

郭
外
に
足
軽
中
間
屋
敷
が
若
干
置
か
れ
て
い
る
が
、
後
者
に
な
る
ど
、
街
道
に
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そ
っ
て
町
屋
も
郭
外
に
の
び
出
し
、
足
軽
屋
敷
も
増
設
さ
れ
て
い
る
。
武
家
屋

敷
は
、
本
多
氏
（
四
万
石
）
時
代
の
九
四
軒
に
対
し
、
有
馬
氏
（
五
万
石
）
時

代
は
一
七
二
軒
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
多
氏
時
代
図
で
は
内
郭
内
部
に
「
明
、

地
」
が
み
ら
れ
る
が
、
有
馬
氏
時
代
図
で
は
こ
れ
を
埋
め
つ
く
し
、
且
つ
本
多

氏
時
代
の
馬
薦
町
・
籠
屋
町
・
南
畑
町
の
三
町
屋
地
区
な
ら
び
に
竹
田
口
町
組

屋
敷
を
取
払
っ
て
下
級
ク
ラ
ス
の
武
家
屋
敷
た
る
善
裏
町
・
弓
町
ど
な
し
た
。

そ
の
結
果
、
立
ち
の
き
地
区
内
に
あ
っ
た
西
勝
寺
・
東
得
寺
な
ど
と
と
も
に
、

町
屋
も
総
郭
外
に
移
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
田
町
・
西
瓜
屋
町
・
指
事

屋
町
な
ど
で
あ
る
。
田
町
組
・
五
軒
屋
組
・
東
聞
屋
組
な
ど
も
、
文
化
年
間
頃

よ
り
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
総
郭
外
の
組
屋
敷
で
あ
る
。
総
郭
外
の
発
展
は
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
成
熟
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
彦
根
の
如
く
当
初
よ
り
C
型
プ
ラ
ン
を
も
つ
て
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

設
さ
れ
た
城
下
町
と
は
臼
ら
こ
と
な
る
。
い
わ
ば
〔
既
↓
C
〕
型
と
も
い
う
べ

き
段
階
で
、
幕
末
を
迎
え
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
岡
崎
　
大
永
年
間
以
来
、
す
で
に
松
平
氏
の
城
市
が
生
長
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

近
世
城
下
町
と
し
て
の
設
営
は
享
徳
元
年
（
一
四
五
三
）
～
康
正
元
年
（
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

五
五
）
頃
の
西
郷
氏
に
は
じ
ま
り
、
文
禄
慶
長
期
、
田
中
氏
に
よ
っ
て
一
段
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

整
備
拡
張
が
は
か
ら
れ
た
。
岡
崎
市
史
所
収
の
「
本
多
豊
後
守
家
時
代
」
の
図

　
　
　
　
⑫

（
寛
永
頃
か
）
で
は
河
流
・
空
濠
・
土
居
を
も
つ
て
す
る
総
蝋
型
プ
ラ
ン
で
あ

る
が
、
「
水
野
家
時
代
」
（
正
保
二
年
～
宝
暦
十
二
年
）
の
図
で
ば
総
郭
外
南
方

お
よ
び
北
方
に
足
軽
長
柄
組
や
小
役
人
屋
敷
と
と
も
に
町
屋
も
．
増
設
さ
れ
、
天

保
補
益
再
板
図
や
「
本
多
中
務
大
輔
時
代
」
の
図
で
は
、
野
薮
内
部
と
ほ
ぼ
同

面
積
に
及
ぶ
町
屋
の
発
展
が
拙
か
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
こ
の
天
保
図
に
お
け
る
郭
外
町
の
東
端
に
描
か
れ
て
い
る
冷
罵
で

も
、
夙
く
正
保
二
年
の
領
主
交
替
時
か
、
或
い
は
慶
安
二
年
（
一
六
九
九
）
の

検
地
、
あ
る
い
は
下
っ
て
も
寛
文
～
元
禄
期
ま
で
に
は
町
廻
り
の
中
に
入
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
）
　
）

れ
た
と
考
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
既
↓
C
型
の
移
行
は
、
水
野
氏
時
代
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（

に
、
十
分
三
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
連
尺
町
も
「
初
め
大
殿
町
と
称
し
て
半

ば
諸
士
の
」
住
居
と
混
在
し
て
い
た
が
、
寛
永
の
頃
に
総
郭
内
の
東
北
端
に
移

　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
期
に
総
郭
内
部
の
士
・
武
器
佳
区
の
明
分

化
が
さ
ら
に
進
め
ば
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
へ
本
多
氏
の
と
き
は

未
だ
郭
内
の
整
備
に
了
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
は
、
も
と
は
総

郭
内
の
横
町
の
続
き
に
位
置
し
て
い
た
六
地
蔵
町
・
唐
沢
町
・
祐
金
町
が
、
総

郭
外
に
移
転
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
あ
と
が
武
家
屋
敷
を
以
て
埋
め
ら
れ
て
行
つ

⑬た
の
は
、
水
野
氏
の
入
部
（
正
保
二
年
）
と
同
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も

水
野
氏
も
総
郭
内
の
町
屋
を
全
て
外
へ
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
連
尺
町
・
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
町
・
肴
町
・
田
町
な
ど
を
残
し
て
い
る
が
、
i
I
そ
れ
ゆ
え
C
型
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
）

る
が
！
、
水
野
氏
の
プ
ラ
ン
方
式
に
は
、
そ
れ
を
微
底
さ
せ
れ
ば
D
型
に
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

化
す
る
意
図
が
看
取
で
き
る
。

　
郡
山
　
近
世
城
下
町
と
し
て
の
縄
張
り
が
開
始
さ
れ
た
の
は
天
正
六
・
七
年

頃
で
あ
る
。
つ
い
で
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
入
部
の
豊
臣
秀
長
に
よ
っ
て
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近世城下町プランの発展類型　　序説（矢守）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
修
が
加
え
ら
れ
る
が
、
未
だ
外
濠
は
な
い
。
設
立
に
な
っ
た
の
は
文
禄
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
⑯

（、

鼬
ﾜ
九
五
）
増
田
氏
の
惣
堀
構
築
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
時
、
廃

城
と
な
り
元
和
元
年
（
＝
ハ
一
五
）
、
水
野
氏
に
よ
っ
て
再
興
、
延
宝
七
年

（一

Z
七
九
）
松
平
氏
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
本
多
氏
一
一
万
石
の
入
部

に
よ
っ
て
最
盛
期
を
迎
え
る
。
　
「
元
和
・
寛
永
の
は
じ
め
、
外
堀
の
内
に
限
ら

れ
て
い
た
町
屋
も
、
本
多
大
内
記
の
入
都
以
後
（
略
）
、
北
で
西
奈
良
口
が
出

来
た
外
、
南
で
柳
町
四
丁
目
に
続
い
て
五
丁
目
が
城
外
に
は
み
出
し
て
つ
く
ら

　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

れ
た
」
、
こ
う
し
て
「
外
為
十
三
町
」
が
成
立
す
る
。
C
型
と
な
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
。　

松
江
　
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
、
堀
尾
氏
の
建
設
期
は
総
郭
型
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
、

寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
松
平
氏
入
部
以
後
の
城
下
図
で
は
、
総
郭
外
に
、

さ
ら
に
は
大
橋
川
を
こ
え
た
白
潟
方
面
一
帯
が
町
屋
化
さ
れ
て
い
み
。

　
高
山
　
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
金
森
氏
が
建
設
の
当
初
（
長
世
・
可
燃

時
代
）
は
、
宮
川
以
東
・
江
名
川
以
南
の
地
域
に
整
然
た
る
町
制
プ
ラ
ン
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ゴ

つ
て
経
営
さ
れ
、
ほ
ぼ
泓
型
と
い
え
る
が
、
三
代
重
頼
の
頃
か
ら
上
記
二
河
川

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
⑲

を
こ
え
た
対
岸
に
も
発
展
し
て
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
）

　
姫
路
・
岡
山
な
ど
の
大
城
下
も
恥
型
プ
ラ
ン
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
四
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
つ
ぎ
の
二
例
は
D
型
と
も
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
松
代
　
天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
武
田
氏
の
築
城
に
は
じ
ぎ
る
が
、
そ
の

発
展
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
入
部
の
松
平
氏
馬
こ
と
に
元
和
八
年
（
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ニ
ニ
）
以
降
の
真
田
氏
瞬
代
を
迎
え
て
か
ら
で
あ
る
。
外
郭
は
武
田
氏
時
代
か

ら
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
「
城
下
の
十
分
の

㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

六
」
し
か
包
含
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
和
八
年
の
図
を
み
る
と
、

総
噸
内
部
が
関
屋
川
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
、
関
屋
川
以
西
は
武
家
屋
敷
の
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
見
方
に
よ
っ
て
は
D
型
で
あ
り
、
紙
屋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
（

や
博
労
町
も
、
以
前
は
総
郭
内
に
あ
っ
た
も
の
が
、
D
型
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

に
際
し
、
総
郭
外
に
お
し
出
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
か
ら
元
和
八
年
図
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
C
型
で
あ
る
が
、
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
）
）
　
　
　
　
　
　
　
X
）

推
測
が
許
さ
れ
れ
ば
、
跳
↓
D
で
あ
る
。
少
く
と
も
3
2
↓
C
で
あ
る
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
（

ら
か
で
あ
る
。

　
広
島
　
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
　
毛
利
氏
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
完
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
⑭

た
。
太
田
川
下
流
の
分
流
と
そ
の
土
手
に
よ
っ
て
轡
型
を
呈
し
、
浅
野
氏
の
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

部
に
よ
っ
て
さ
ら
に
総
郭
外
も
町
屋
に
編
入
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
い
わ
ゆ
る
城
郭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
部
は
武
家
屋
敷
の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
、
D
型
と
も
解
し
得
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

、
り
。

　
〔
補
説
1
〕
、
■
町
割
と
屋
敷
割

　
　
城
下
町
ブ
ラ
ン
全
体
の
推
移
は
、
細
径
の
正
割
・
屋
敷
割
に
も
変
化
を
も

　
た
ら
す
。
話
語
な
ら
び
に
屋
敷
割
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
　
「
後
記
」

　
の
如
く
、
省
略
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
二
例
の
み
あ
げ
て
お
く
。

　
　
延
岡
　
｛
尚
橋
氏
に
よ
り
城
郭
と
と
も
に
慶
長
六
年
間
一
六
〇
一
）
～
七
年
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一
に
か
け
で
新
設
さ
れ
た
。
当
初
設
鴬
さ
れ
た
の
は
城
東
の
南
町
・
中
町
p
北

町
の
三
町
の
み
で
、
五
箇
瀬
川
北
岸
の
三
町
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
、

大
瀬
川
原
の
柳
沢
町
は
有
馬
山
の
代
に
な
っ
て
か
ら
、
即
ち
明
暦
元
年
（
一

六
五
五
）
の
成
立
で
あ
る
。
石
川
恒
太
郎
の
論
放
に
描
か
れ
て
い
る
図
に
よ

る
と
、
当
初
の
三
町
は
前
記
二
河
州
及
び
堀
川
を
も
つ
て
す
る
総
凹
凹
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
直
交
状
の
整
っ
た
町
劉
で
あ
惹
。
こ
こ
ま
で
は
琉
型
で
あ
る
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
町
と
し
て
、
北
岸
め
三
日
目
及
び
柳
沢
町
）
の
成
立
を
み
た
と
き
が
C
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

プ
ラ
ン
の
完
成
期
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
C
型
プ
ラ
ン
城
下
町
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

そ
の
建
設
期
間
中
だ
け
を
と
れ
ば
、
先
ず
郭
内
の
設
営
か
ら
始
ま
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

C
型
は
み
な
短
期
間
に
せ
よ
置
型
の
時
期
を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
と
こ
ろ
で
、
　
内
町
は
ほ
ぼ
五
〇
間
×
六
五
閥
の
四
ブ
ロ
ッ
ク
を
「
田
の

掌
」
形
に
配
置
し
て
あ
る
が
、
外
患
は
東
西
＝
一
〇
間
の
紺
屋
町
と
六
日
間

の
元
町
の
境
か
ら
、
南
北
に
一
二
〇
間
の
博
労
町
が
出
て
、
T
牢
形
を
な
し

て
い
る
。
柳
沢
町
は
長
さ
一
四
〇
間
で
、
こ
れ
ま
で
の
ほ
ぼ
六
〇
間
一
町
の

制
と
は
、
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
横
町
の
道
路
が
、
内
町
で
は
一
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
る
の
に
対
し
、
外
町
で
は
二
・
五
間
か
ら
三
問
に
広
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

ま
た
大
垣
も
、
関
ケ
原
役
以
前
の
「
古
来
町
」
ま
で
は
跳
型
で
あ
る
が
、
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

長
六
年
（
一
六
〇
一
）
以
後
、
総
郭
外
に
「
出
来
町
」
が
鐵
現
し
C
型
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
つ
た
例
で
あ
る
。
第
3
図
は
、
　
「
古
来
町
」
は
約
竃
○
問
を
短
辺
と
す
る
短

冊
型
で
あ
る
の
に
対
し
、
　
「
出
来
町
」
に
属
す
る
新
町
の
方
億
、
約
憲
○
澗

ド　「

卍

ん． ｶベン骸㍗棺、ン∫霞
i

澤
亡＝コ　E 1

4　　　　　　　レ

…
、

謬
．
二

し
・：．乱

h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
卜
虻
＝
・
し
ー
ー
ρ

ξ

§
］卍．．峰

P
　
　
％
／

「2し・　‘．．戸　二

卍　　．・ン、｝x．卜γ．■＝．．．～z．

第3図大垣における「古来町」と「出来町」の町割（享和元年「大腿

　　　町絵図」による）

　　1…御家中家鋪，］［…町屋，皿…御年貢地，w…匠ヨ畑，

　　〔△Ef〕〕　　（1＞・・71問，　（2）…　16Pnll　1尺，　（3）…　171en，　（4）…　281樹6xj“，

　　　　　（5）…14間4尺，（6）…15間5尺。
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近世城下町プランの発展類型　　序説（矢守）

　
阻
止
の
碁
盤
状
町
割
を
と
っ
て
い
て
興
ふ
か
い
。
な
お
、
同
画
は
、
短
冊
状
、

　
碁
盤
状
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
屋
敷
割
は
表
通
り
両
長
辺
が
各
戸
の
間
口

　
の
総
計
と
な
り
、
直
行
約
一
五
間
、
｛
異
の
境
界
線
に
は
溝
が
ほ
ら
れ
て
い
る

　
こ
と
を
示
す
。
諸
国
の
城
下
町
が
「
京
風
二
倣
ッ
テ
」
碁
盤
巽
町
割
を
な
し

　
た
と
は
、
屡
々
と
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
藤
田
元
春
の
京
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
地
割
の
分
類
で
い
え
ば
、
　
「
A
、
方
一
町
」
で
は
な
く
「
B
、
短
冊
形
」
の

　
方
を
採
用
し
た
ケ
…
ス
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
て
、
寛
永
江
戸
図
の

　
町
割
の
如
く
に
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
央
部
に
閑
地
（
寛
永
図
の
黒
填
部
分
）

　
を
も
つ
形
式
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
城
下
町
が
、
裏
行
の
二
倍
を
も
つ
て

　
短
冊
型
の
短
辺
と
す
る
屋
敷
割
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
D
型
お
よ
び
D
型
の
形
成
過
程
に
つ
い
て

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
松
本
　
元
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
、
小
笠
原
氏
の
支
族
島
立
氏
の
深
志
城
築

城
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
近
世
的
城
下
町
は
、
小
笠
原
氏
の
天
正
一
三
年
（
一
五

八
五
）
よ
り
三
盛
年
に
わ
た
っ
て
建
設
さ
れ
た
。
　
「
此
時
、
柳
町
（
泥
町
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し

へ
る
を
改
め
）
、
　
地
蔵
清
水
辺
の
町
家
を
悉
く
本
町
其
の
他
に
移
す
。
又
城
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

即
ち
大
名
町
・
柳
町
・
地
蔵
清
水
を
地
劇
し
て
侍
屋
敷
と
す
」
と
あ
る
。
　
「
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
前
之
松
本
町
図
」
に
み
え
る
完
全
な
D
型
は
、
す
で
に
こ
の
時
、
既
存
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

屋
を
郭
外
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
之
と
に
な
る
。
柳
町
・
地
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

浩
水
町
は
、
大
手
前
に
位
躍
す
る
。
1
恐
ら
く
天
正
一
〇
年
以
前
は
3
2
型
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
い
プ
ラ
ン
を
ど
つ
て
お
り
、
恥
↓
D
型
と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
（

　
吉
田
　
　
「
面
面
名
護
屋
・
三
州
吉
田
ノ
如
キ
ハ
城
町
共
一
二
度
二
出
来
ル
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

へ
侍
ト
町
ト
ノ
差
別
有
テ
正
シ
キ
也
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
池
田
氏
の
D
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

実
施
期
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
吉
田
は
す
で
に
鎌
倉
期
よ
り
渡
津

集
落
と
し
て
発
展
、
天
文
頃
よ
り
今
川
氏
の
支
城
が
お
か
れ
、
永
禄
に
は
酒
井

氏
の
城
下
町
で
あ
っ
た
。
天
正
一
八
年
，
（
一
五
九
〇
）
入
部
の
池
田
氏
に
よ
っ

て
城
下
町
プ
ラ
ン
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
彼
は
「
二
毛
辺
に
あ
っ
た

真
宗
寺
院
を
抱
六
町
へ
、
八
町
に
い
た
鍛
冶
職
を
元
鍛
冶
町
に
移
し
、
そ
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
を
武
家
屋
敷
と
し
」
、
郭
内
を
武
家
屋
敷
の
み
で
埋
め
た
の
で
あ
る
。

　
松
岡
　
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
頃
の
「
松
岡
家
中
絵
図
」
は
、
小
規
模
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
ら
濠
と
土
居
と
を
以
て
、
士
・
町
が
窒
素
さ
れ
典
型
的
な
D
型
を
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
。
城
下
町
の
建
設
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
で
あ
る
が
、
以
前
は
、
．
藤
島

庄
上
之
郷
ま
た
芝
原
之
庄
と
称
す
る
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て

　
④

い
る
。
し
か
し
、
松
岡
の
場
合
は
、
既
存
集
落
の
都
市
化
の
程
度
は
問
題
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塾
ら
ぬ
か
ら
、
前
記
の
D
型
形
成
因
（
第
工
章
D
型
の
項
）
で
い
え
ば
＠
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
例
と
な
ろ
』
）
。

　
田
辺
　
城
下
町
と
し
て
の
町
劇
は
、
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
江
川
浦
洲

崎
城
か
ら
の
移
築
に
は
じ
ま
り
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
、
安
藤
氏
の
入
封

後
、
一
だ
ん
と
拡
大
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
湊
地
区
に
は
、
古
く
よ
り

「
牟
婁
蓮
」
が
さ
か
毛
い
た
わ
け
で
あ
る
・
「
千
簾
御
代
之
駒
」
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
代
義
門
時
代
）
に
よ
る
と
、
寮
内
に
は
武
家
屋
敷
の
み
が
み
ら
れ
る
D
型
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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な
っ
て
い
る
。

　
高
田
　
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
、
　
福
島
城
を
す
て
た
松
平
氏
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
さ
れ
た
。
代
表
的
な
近
世
城
下
町
プ
ラ
ン
と
し
て
（
即
ち
C
型
と
し
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

よ
く
《
概
説
》
の
な
か
に
ひ
か
れ
る
「
松
平
中
将
時
代
之
高
田
図
」
も
、
外
濠

を
な
し
て
い
る
向
橋
川
よ
り
さ
ら
に
城
に
近
い
「
青
田
川
線
の
内
側
一
東
側
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
「
高
田
で
は
郭
内
」
と
称
ぶ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
導
く
一
部
の
町
屋
の
混
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
み
る
が
、
ほ
と
ん
ど
D
型
と
見
散
す
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
郭
内
」
の
若
干
の
町
屋
は
、
爾
…
余
の
C
型
城
下
町
の
内
町
で
は
な
く
、
高
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
主
要
町
屋
は
大
手
前
の
「
馬
事
の
辻
」
附
近
（
郭
外
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
高
田
は
国
府
（
直
江
津
）
↓
春
日
山
↓
福
島
↓
高
田
と
、
こ
の
地
域
を
再
移

転
・
三
転
し
て
最
後
に
建
設
さ
れ
た
城
下
で
あ
る
か
ら
、
城
下
各
町
の
沿
革
を

み
て
も
、
国
府
以
来
の
旧
家
が
多
い
。
向
橋
川
を
も
つ
て
こ
れ
ら
を
も
囲
い
は

し
た
が
、
武
家
屋
敷
と
の
聞
に
は
、
土
居
あ
る
い
は
濠
を
も
つ
て
一
線
を
劃
し

た
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
勝
山
　
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
、
柴
田
氏
が
こ
こ
よ
り
東
北
一
・
五
キ
ロ

に
あ
る
村
岡
山
城
よ
り
移
っ
て
築
城
し
た
。
慶
長
初
期
の
松
平
買
入
封
当
時
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
だ
神
明
古
社
（
上
位
稜
垂
凹
に
あ
る
）
や
、
義
宜
寺
な
ど
を
と
り
ま
く
若
干

の
民
家
よ
り
な
る
集
落
で
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
成
長
し
、
元
禄
四
年
（
一
六

九
　
）
入
部
の
小
笠
原
氏
に
よ
っ
て
さ
ら
に
整
備
塔
れ
た
プ
ラ
ン
が
実
施
さ
れ

⑧た
『
小
笠
原
氏
入
部
後
と
思
わ
れ
る
「
勝
山
城
下
之
図
」
に
よ
れ
ば
、
上
位
段

丘
面
は
武
象
屋
敷
の
み
、
下
位
段
丘
面
は
町
屋
の
み
と
、
蔵
然
ど
区
分
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
り
、
濠
・
土
左
の
如
き
も
の
こ
そ
な
い
が
、
地
形
を
利
用
し
た
D
形
と
臼
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

得
る
。

　
山
形
　
延
文
元
年
（
二
二
五
六
）
、
　
出
羽
漁
期
使
と
し
て
斯
波
氏
が
入
っ
て

お
り
、
文
禄
年
間
、
最
上
義
光
が
山
形
城
を
築
く
以
前
に
、
す
で
に
小
規
模
な

城
下
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
義
光
時
代
の
都
市
プ
ラ
ン
図
は
、
東
西
二
二
〇

間
×
爾
北
二
三
五
間
一
五
一
、
八
○
○
坪
と
い
う
城
郭
で
、
武
家
屋
敷
は
、
こ

の
広
大
な
郭
内
は
も
ち
ろ
ん
、
城
東
の
市
場
町
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
の
職
人
町

の
東
方
に
あ
っ
て
、
二
一
五
七
軒
分
の
屋
敷
割
を
の
せ
て
い
る
と
い
う
。
町
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
郭
外
で
、
街
道
沿
い
の
一
筋
の
み
で
あ
る
。
D
型
プ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
元
和
八
年
（
～
六
二
二
）
最
上
氏
が
改
易
と
な
っ
て
以
後
は
、

領
主
の
交
替
し
き
り
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
最
上
氏
六
〇
万
石
の
規
模
で
の
プ

ラ
ン
は
大
き
す
ぎ
、
例
え
ば
保
科
氏
時
代
の
図
で
は
、
か
つ
て
の
東
方
の
武
家

屋
敷
は
消
え
、
最
後
の
水
野
氏
時
代
の
そ
れ
は
、
城
郭
内
三
〇
〇
〇
石
の
田
地

の
中
に
、
五
〇
五
軒
の
武
家
屋
敷
を
の
こ
す
と
い
う
状
態
ま
で
縮
小
し
て
き
て

　
⑧

い
る
。

　
宇
都
宮
　
中
世
以
来
の
関
東
の
豪
族
宇
都
宮
氏
の
居
城
で
、
応
永
頃
に
は
す

で
に
城
下
町
が
繁
栄
し
て
い
た
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
四
）
無
封
の
蒲
生
氏
郷

は
、
以
前
は
城
の
東
北
部
の
み
で
あ
っ
た
城
下
を
、
広
馬
場
の
西
に
も
拡
大
し
、
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序説（矢守）近世城下町ブランの発展類型

さ
ら
に
本
多
氏
が
駅
路
を
上
町
に
う
つ
す
な
ど
、
都
市
プ
ラ
ン
に
改
造
を
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
い
る
。
宝
永
・
正
徳
頃
の
図
に
よ
、
る
と
、
水
濠
お
よ
び
土
塁
・
石
垣
を
も
つ

て
限
る
郭
内
は
武
家
屋
敷
の
み
で
あ
る
。

　
断
罪
　
こ
こ
も
元
中
元
年
（
＝
二
八
四
）
芦
名
氏
築
城
以
来
の
城
下
町
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
へ
、
天
正
一
八
年
（
｝
五
九
〇
）
入
部
し
た
蒲
生
氏
が
、
文
禄
元

年
（
…
五
九
二
）
か
ら
城
地
の
修
築
と
と
も
に
、
甲
賀
町
以
東
を
新
設
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
、
城
下
町
プ
ラ
ン
を
大
改
造
し
て
D
型
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
新
編
会
津
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

土
記
に
「
雷
名
直
成
樫
旗
築
ノ
時
ハ
今
ノ
内
郭
ノ
ミ
ニ
テ
、
外
翼
ハ
士
民
雑
居
シ

▽ハ

n
⊥
守
院
ノ
道
場
ナ
ド
ア
リ
シ
ガ
、
紳
劇
画
氏
就
封
ノ
後
、
文
禄
元
年
・
、
今
ノ
内

郭
ノ
四
方
数
町
二
土
居
ヲ
築
キ
隙
一
ヲ
糠
ラ
シ
外
郭
ト
シ
、
初
テ
土
民
ノ
居
ヲ
分

⑧ツ
」
と
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
「
内
山
下
」
の
変
質
に
つ
い
て
ふ
れ
れ
ば
、
右
の
若
舩
で
は

　
遅
く
と
も
寛
永
初
期
．
頃
と
思
わ
れ
る
蒲
生
氏
時
代
の
「
若
松
城
下
図
」
で
は

　
「
内
山
下
」
を
形
成
t
て
い
た
「
三
ノ
丸
」
が
、
保
科
氏
時
代
の
「
鶴
ケ
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
本
丸
図
」
で
は
城
内
広
場
に
転
化
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
他
弘
葡
で
も
、

　
は
じ
め
城
内
に
い
た
「
門
重
煮
た
ち
が
う
城
外
に
武
家
麗
敷
（
現
在
の
下
町
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
を
つ
く
っ
て
移
転
し
て
い
る
。
ま
た
高
松
で
も
、
城
内
の
曲
輸
に
あ
っ
た
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
親
重
臣
邸
を
、
の
ち
に
は
外
郭
内
に
移
し
て
い
る
。
福
井
に
つ
い
て
は
次
に

　
の
べ
る
。

　
福
井
　
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
、
　
一
乗
谷
城
を
す
て
た
柴
田
民
が
築
城
、

天
正
六
年
頃
に
は
一
乗
町
が
で
き
た
の
を
は
じ
め
、
城
の
西
部
の
町
綱
は
柴
田

氏
時
代
に
完
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
慶
長
六
年
、
結
城
氏
が
入
部
し
て
、

＝
年
に
至
っ
て
本
丸
の
移
転
そ
の
他
改
築
工
事
を
お
わ
り
、
一
方
、
城
北
部

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
町
彫
を
お
こ
な
っ
た
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
大
火
以
前
「
福
井
御
城
下

之
図
」
に
し
め
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
の
プ
ラ
ン
を
示
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
長
浜
町
な
ど
ご
く
一
部
を
例
外
と
し
て
、
町
屋
は
す
べ
て
総
郭
外
に

　
　
　
　
　

お
か
れ
、
D
型
プ
ラ
ン
を
採
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
（

　
そ
の
後
に
お
け
る
寺
町
の
移
動
な
ど
の
部
分
的
プ
ラ
ン
の
変
更
、
街
道
沿
い

　
　

の
E
型
プ
ラ
ン
の
添
加
と
解
し
、
）
る
新
町
の
増
設
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

　
（

他
の
城
下
で
縷
説
し
た
の
で
省
く
が
、
ほ
か
に
私
が
興
味
を
感
じ
た
の
は
次
の

二
点
で
あ
る
。

　
一
つ
は
「
内
山
下
」
の
公
用
地
化
過
程
で
、
四
葉
の
各
時
代
の
図
を
照
合
す

る
と
き
、
第
喋
図
の
如
く
そ
の
進
行
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ま
一
つ
は
先
に
〔
補
説
1
〕
と
し
て
ふ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
建
設
時
期
に
お

け
る
町
割
の
相
異
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
以
下
の
数
値
は
、
松
原
信
之
が
三

〇
〇
〇
分
ノ
｝
～
六
〇
〇
〇
分
ノ
4
航
空
写
輿
地
図
と
古
図
と
を
基
に
、
七
五

〇
〇
分
ノ
一
の
ス
ケ
ー
ル
に
復
原
さ
れ
た
城
下
図
を
計
測
し
た
概
数
で
あ
る
。
）

　
福
井
の
如
き
大
城
下
に
な
る
と
、
町
割
も
ま
た
幾
種
も
の
型
の
組
合
せ
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
。
ω
先
ず
、
結
城
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
よ
り
あ
っ
た

と
想
定
さ
れ
る
城
西
で
拡
、
碁
盤
状
と
い
う
よ
り
、
　
一
辺
の
長
さ
二
八
～
三
〇
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　第4図　福井におけるF内山下」の公用地化

　　　　過：程

（〔工〕慶長19年「北庄古図」，　〔■〕万治2年大

火以前，〔皿〕貞享2年頃〔耳〕文化3年の各「福

罵御城下之絵図」による。）

　A…本丸，B五条茂右衛門・窪寺善兵衛屋敷

　〔工図〕→花畠臼［図〕→御座所〔皿図〕，

　C…小薄恥左徳門・鈴木勘由・長谷川筑後屋敷

　〔1図〕→御座所〔ff図〕，　D…斎藤民部屋敷

　〔］工図〕→評定所｛亜図〕，　E…有賀左衛門屋

　敷〔皿図〕→御用屋敷〔W図〕，　F…同心屋敷

　〔1図〕→武家屋敷〔亙図〕，　G…足軽屋敷

　〔■図〕→武家屋敷〔皿図〕，　H…山田伊織ほ

　か武家屋敷〔］［図〕一ン御茶園〔皿図〕，　1…長

　松乳様屋敷〔1図〕→ニノ丸〔工図→御作壌所
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　図〕，K…武家屋敷〔工図〕一ン御預木鋤〔亙図〕

　→御花畠〔運図〕，　L…長崎平右律1門屋：敷〔皿

　図〕→御蛸部屋〔Wl塁1〕，　M…山崎霊膳屋敷

　〔1図〕→御髪部屋〔］［図〕，　N…大谷助六屋

　敷〔】［図〕→東照宮・県蔵院〔亘図〕

間
程
度
の
菱
形
ブ
ロ
ッ
ク
よ
り
構
威
さ
れ
て
い
る
。
②
こ
れ
が
城
北
部
に
う
つ

る
と
松
平
氏
入
部
後
の
新
し
い
町
制
、
即
ち
①
の
一
丁
、
即
ち
二
八
～
三
〇
間

を
短
辺
と
す
る
短
冊
型
町
割
と
な
る
。
屋
敷
割
は
、
前
記
（
〔
補
説
王
〕
）
の
如

く
、
こ
の
短
辺
を
二
分
し
た
も
の
、
即
ち
一
四
～
一
五
間
を
各
屋
敷
の
群
行
と

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
⑧
城
下
入
口
の
都
分
で
は
、
裏
行
一
二
闘
ほ
ど
の
街
村
状

の
町
屋
が
、
街
道
両
側
に
つ
づ
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　
〔
補
説
2
〕
　
多
核
的
都
市
プ
ラ
ン

　
以
上
、
．
第
五
節
の
事
例
に
多
く
中
・
小
城
下
町
を
あ
げ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が

《
単
核
都
市
》
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
城
下
で
は
城
以
外
に
も
副
次
的
核
（
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ば
江
戸
の
如
く
社
寺
や
大
名
屋
敷
）
を
も
つ
、
小
川
琢
治
の
い
わ
ゆ
る
《
多
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
市
》
に
な
り
、
複
雑
な
変
型
C
・
D
型
と
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
次
回
の
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
　
　
（

討
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
江
戸
以
外
の
例
を
若
干
あ
げ
れ
ば
、
　
「
城
ヲ
中
ニ
シ
テ
八

方
へ
町
劇
剤
ヲ
ナ
ス
者
宙
派
都
ノ
外
ニ
小
金
府
…
．
バ
カ
リ
ナ
リ
」
　
（
城
一
下
得
失
考
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
「

い
わ
れ
た
金
沢
が
あ
る
が
、
明
治
＝
二
年
の
「
皇
国
地
誌
」
に
よ
り
城
下
の
幅

員
識
別
ロ
ー
ド
ー
ー
マ
ッ
プ
を
作
製
す
れ
ば
（
図
省
略
）
、
城
郭
を
め
ぐ
っ
て
、

136　（576）



近世城下町プランの発展類型一序説（矢守）

ほ
ぼ
四
問
以
上
（
大
手
前
で
は
一
〇
闘
を
こ
え
る
）
の
環
状
線
が
、
城
下
に
入

り
来
る
諸
街
道
を
こ
こ
で
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
様
相
が
朋
瞭
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
街
道
に
町
屋
が
沿
っ
て
、
街
道
－
町
屋
－
武
家
屋
敷
…
町
屋
i
街
道
－
町
屋
…
…

と
い
う
サ
ン
ド
ヰ
ッ
チ
式
が
反
復
さ
れ
る
プ
ラ
ン
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場

合
は
街
道
そ
の
も
の
が
町
屋
形
成
の
副
次
的
核
と
も
い
え
る
し
、
散
在
す
る
い

く
つ
か
の
武
家
屋
敷
群
を
そ
れ
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
．

　
つ
い
で
な
が
ら
十
間
以
上
の
広
幅
員
道
路
の
出
現
は
、
一
封
の
石
高
よ
り
は
、

　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

町
屋
人
口
が
決
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
江
戸
・
名
古
屋
・
金
沢
な
ど
、
町
屋

人
口
の
み
で
ぽ
ぽ
五
〇
万
と
い
う
の
が
限
界
線
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
推
測
す

る
。　

仙
台
の
町
屋
も
ω
城
の
大
手
を
中
心
と
す
る
慶
長
創
設
期
の
プ
ラ
ン
、
②
寛

永
五
年
（
一
六
ニ
ニ
）
建
設
の
若
林
城
〔
政
宗
晩
年
の
居
館
〕
を
核
と
す
る

　
　
　
　
⑰

「
小
城
下
町
」
の
出
現
、
㈲
承
応
三
年
（
＝
ハ
五
四
）
造
営
の
東
照
宮
を
核
と

す
る
門
前
町
酌
町
屋
の
形
成
、
㈲
延
宝
年
闘
造
営
の
釈
迦
堂
の
門
前
町
を
中
心

と
す
る
新
し
い
町
割
、
と
い
う
四
期
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
核
が
指
摘
さ
れ
る

し
、
こ
の
ほ
か
繍
歌
山
の
如
き
大
城
下
プ
ラ
ン
の
出
現
に
も
、
桑
山
氏
・
浅
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

氏
時
代
の
大
手
と
、
元
和
五
年
．
（
一
六
一
九
）
入
部
の
徳
川
氏
に
よ
っ
て
一
八

○
度
向
き
を
か
え
て
つ
く
ら
れ
た
新
し
い
大
手
と
い
う
二
つ
の
核
が
想
定
で
き
、

ま
た
堀
川
・
伝
法
川
・
新
堀
川
な
ど
の
城
下
水
運
ル
ー
ト
が
、
町
屋
形
成
の
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

力
と
し
て
働
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
熊
本
の
宝
永
前
後
の
城
下
図
に
み
え
る
枕
下
南
部
（
宵
町
方
面
）
の
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

院
密
集
地
区
は
、
軍
事
的
・
水
防
的
役
割
を
も
か
ね
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
等
院

を
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
央
に
お
き
、
一
町
一
打
の
プ
ラ
ン
を
採
っ
て
い
る
点
、
そ

れ
ぞ
れ
の
門
前
町
の
集
合
体
を
以
て
、
城
下
発
展
の
一
つ
の
副
次
的
核
に
せ
ん

と
す
る
意
図
を
も
蔵
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

〔
後
記
〕
　
本
稿
は
以
上
を
も
つ
て
第
一
．
章
と
し
、
第
一
一
章
「
近
世
城
下
町
プ

ラ
ン
に
お
け
る
二
割
と
屋
敷
割
」
で
は
、
工
城
下
町
の
面
積
的
規
模
と
二
時

規
模
、
■
武
家
屋
敷
と
町
屋
と
の
面
積
比
、
皿
ブ
ロ
ッ
ク
と
屋
敷
勤
行
、
W

町
屋
に
お
け
る
屋
敷
割
の
基
本
的
規
模
、
V
武
家
屋
敷
規
模
の
階
摺
性
、
W

道
路
計
画
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
の
都
合
上
、
こ
の
後
半
を
割
愛

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
別
に
報
告
す
る
。

（
註
）

①
　
拙
稿
「
彦
根
藩
に
お
け
る
地
方
知
行
に
つ
い
て
一
〈
大
名
領
国
の
歴

　
史
地
理
的
研
究
〉
目
論
見
の
う
ち
一
」
　
（
人
交
地
理
　
9
巻
6
号
）
　
一

　
九
頁
以
下
。

②
　
例
え
ば
近
く
は
藤
岡
謙
二
郎
「
城
下
町
の
地
理
的
研
究
の
謀
題
」
　
（
現

　
代
地
理
噺
講
座
『
都
古
…
と
楽
曲
洛
の
地
理
』
　
昭
三
一
　
所
収
）
に
、
　
一
〇
項

　
目
玉
の
主
要
ポ
イ
ン
ト
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
私
も
先
に
こ
れ
に
蛇
足
・

　
を
ふ
し
た
（
「
封
建
都
市
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
」
〔
藤
岡
謙
日
傘
ほ
か

　
共
著
『
歴
史
地
理
・
郷
土
地
理
』
昭
二
三
〕
　
二
〇
～
一
三
三
頁
）
。

③
奥
井
二
太
郎
「
独
逸
都
市
計
画
の
史
的
考
察
」
（
『
都
市
地
理
研
究
』
昭

　
四
所
収
）
五
五
頁
。
　
④
同
右
、
四
六
頁
。

⑤
国
・
い
峯
Φ
霞
Φ
”
ω
o
B
o
↓
遷
①
ω
o
h
Ω
幕
ω
ぎ
↓
霞
も
興
暮
Φ
詞
母
。
や
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O
①
O
α
q
h
「
図
Φ
＜
一
①
毛
”
日
⑩
的
O
　
℃
唱
。
ω
α
刈
～
ω
¶
直
●
　
柚
壮
烈
桐
（
晶
朋
掲
帯
副
②
　
　
一
二
山
ハ

　
～
一
二
八
頁
に
こ
の
．
要
約
を
紹
介
）
。

⑥
園
・
司
．
9
昆
撃
の
。
口
”
竃
。
愚
ぎ
一
〇
黙
。
暁
ζ
①
＆
＜
巴
の
2
目
書
6
0
≦
β
ρ

　
○
①
o
σ
q
昌
幻
Φ
＜
δ
ヨ
日
O
島
”
唱
●
圃
癖
～
り
S

⑦
つ
い
で
な
が
ら
、
城
下
町
立
地
の
自
然
地
理
的
な
考
察
も
、
従
来
の
研

　
究
に
ま
ま
見
ら
れ
た
様
な
、
単
な
る
標
高
の
比
較
で
あ
る
と
か
、
そ
の
立

　
地
地
形
の
大
ま
か
な
分
類
（
孤
立
丘
、
台
地
先
端
、
南
海
・
臨
湖
霧
ρ
）

　
の
如
き
《
概
説
》
を
こ
幻
て
、
例
え
ば
一
城
下
の
身
分
別
居
住
区
と
微
地

　
形
と
の
関
係
、
濠
の
開
墾
や
河
川
つ
け
替
え
の
水
理
学
的
研
究
、
当
時
の

　
土
木
技
術
の
復
原
等
々
の
側
面
か
ら
、
再
検
討
す
る
要
が
あ
、
る
よ
う
に
思

　
わ
れ
る
。

⑧
豊
田
武
「
城
下
町
の
機
能
ど
構
造
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本

　
の
町
』
　
昭
三
三
　
所
収
）
　
四
「
～
五
五
頁
。

⑨
　
松
本
豊
薄
「
古
地
図
よ
り
み
た
江
戸
時
代
初
頭
に
お
け
る
近
世
城
下
町

　
の
都
市
域
の
構
造
」
　
（
地
評
　
三
〇
巻
八
号
）
　
二
〇
～
三
三
頁
。

⑩
松
原
信
之
『
若
越
城
下
町
古
図
集
解
三
雲
』
昭
三
二

⑪
　
例
え
ば
原
田
伴
彦
［
，
中
世
に
於
げ
る
都
市
の
研
究
』
か
ら
も
多
く
の
例

　
を
教
え
ら
れ
る
。

⑫
　
藤
岡
通
夫
「
城
と
城
下
町
』
　
昭
三
二
。
一
八
三
頁
に
図
が
載
せ
ら
れ

　
て
い
ワ
’
9
Q

⑬
藤
岡
謙
二
部
前
掲
②
理
論
二
二
四
頁
。

⑭
原
田
伴
彦
「
中
世
都
市
か
ら
近
世
都
市
へ
一
そ
の
嶽
観
的
変
容
i
」

　
（
人
文
地
理
　
八
巻
六
号
）
　
五
頁
。

⑮
　
都
市
の
四
郭
に
つ
い
て
は
諸
先
学
の
考
察
が
あ
る
が
、
藤
岡
謙
二
郎

　
「
城
下
町
の
地
理
的
性
格
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」
　
（
人
文
地
理
特
集

　
号
　
歴
史
地
理
膵
ず
の
諸
問
題
　
四
〇
頁
）
で
は
環
流
塚
憩
響
済
と
の
関
連
に
沖
｝

　
目
し
て
お
ら
れ
る
。

⑯
藤
岡
通
夫
前
掲
⑫
七
三
～
七
四
頁
。

⑰
豊
田
前
掲
⑧
四
二
頁
以
下
。
ま
た
松
原
前
掲
⑩
三
頁
。

⑱
　
　
隠
、
明
二
黒
旧
以
晶
削
日
本
・
土
木
中
ハ
」
　
　
「
二
「
六
頁
。

⑲
　
蜂
師
地
区
の
さ
ら
に
外
側
に
組
屋
敷
な
ど
を
お
く
こ
と
を
、
こ
こ
で
は

　
専
ら
防
禦
と
い
う
視
点
か
ら
「
カ
ヴ
ァ
ず
る
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
た
の

　
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
大
園
ノ
主
、
大
キ
ナ
ル
城
下
二
品
ト
町
屋
ト
各

　
別
冊
シ
テ
内
外
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
町
ヘ
ノ
手
寄
ア
シ
ク
不
調
ニ
ヨ
リ
、
往

　
還
筋
ヲ
町
屋
ト
シ
テ
町
ノ
外
ニ
モ
入
交
リ
テ
割
事
ア
リ
」
　
（
枢
密
要
論
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
い
う
事
情
に
も
よ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
し
か
も
E
型
以
前
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
マ

　
町
屋
の
方
を
内
側
に
し
て
あ
る
点
、
や
は
り
軍
事
的
配
慮
を
無
視
で
き
ぬ

　
の
で
あ
る
。

⑳
原
田
伴
彦
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』
昭
三
二
第
二
編
第
一
。

⑳
松
本
前
掲
⑨
二
三
頁
。

⑫
　
豊
田
武
『
日
本
の
封
建
都
市
』
　
昭
二
七
　
二
七
三
～
四
頁
。
ま
た
彦

　
根
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
城
下
町
の
人
口
構
成
一
彦
根
藩
の
歴
史
地
理
的

　
研
究
i
」
　
（
史
林
　
三
七
巻
二
号
）
　
七
二
頁
。

⑳
　
菅
沼
好
一
「
中
津
藩
に
於
け
る
外
店
の
成
立
」
　
（
史
淵
　
四
三
）

⑳
西
沢
武
彦
「
近
世
城
下
町
に
お
け
る
町
入
町
の
構
造
－
信
州
松
代
町

　
の
場
合
」
　
（
前
掲
⑧
　
所
収
）
　
八
三
～
一
〇
〇
頁
。

⑳
　
　
「
概
説
広
島
市
史
』
　
昭
三
〇
　
四
五
頁
。

⑳
　
例
え
ば
鹿
児
島
城
下
の
集
成
館
。
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⑳
上
原
徳
「
城
下
町
転
移
の
地
理
学
的
研
究
－
特
に
高
崎
に
就
い
て

　
一
1
」
（
『
大
塚
地
理
学
論
文
集
』
五
　
所
収
）

⑳
　
小
野
均
『
近
世
城
下
町
の
研
究
』
　
昭
三
　
一
一
二
頁
。

⑳
　
島
田
蟄
寿
「
「
」
初
期
城
下
町
の
歴
史
地
理
的
研
究
』
　
昭
三
「
　
「
九
八

　
頁
以
下
。

＠　ajD　＠＠　＠＠　＠’＠＠＠＠＠　Q）　＠＠＠＠＠
　
『
日
本
地
名
事
典
』
　
2
　
昭
三
〇
　
四
九
五
頁
　
所
載
。

　
『
西
尾
謡
明
史
』
　
　
昭
九
　
　
上
巻
　
　
九
山
ハ
頁
。
　
　
　
⑫
　
　
同
」
山
里
　
　
所
収
。

　
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
一
〇
巻
　
埼
玉
県
ノ
部
。

　
『
埼
玉
県
史
』
　
大
1
　
所
収
。

上
原
　
前
掲
⑳
　
二
＝
二
頁
。

　
『
飯
田
万
年
記
』
　
伊
奈
資
料
叢
書
　
大
五

井
上
定
幸
「
後
進
地
小
城
下
町
に
お
け
る
初
期
町
役
人
の
社
会
的
系
譜
」

（
前
掲
⑧
　
所
収
）
　
一
九
＝
員
。

　
『
長
㎜
両
市
史
』
　
　
昭
山
ハ
　
　
所
収
。

松
原
　
前
掲
⑩
　
二
九
・
三
〇
頁
。

長
尾
正
憲
「
岡
崎
城
下
町
の
歴
史
地
理
的
研
究
」
（
歴
研
　
八
巻
七
号
）

　
『
岡
崎
市
史
』
第
三
巻
　
昭
二
　
四
・
五
頁
。

同
右
四
〇
頁
。
⑫

同
右
一
三
頁
。
⑬

『
郡
山
町
中
く
』
　
　
昭
二
八

同
右
　
二
八
六
頁
。

野
津
静
一
郎
『
松
江
衛
誌
』

同
右
　
二
二
五
頁
。

同
輩
　
二
〇
八
・
二
四
七
・
二
五
二
頁
。

一
九
六
～
二
〇
∩
〉
頁
。

吉
岡
勲
列
岐
阜
県
の
歴
史
－
近
世
』

小
野
　
前
掲
⑳
　
＝
エ
○
頁
。

昭
一
六
　
所
収
。

　
　
　
昭
三
一
　
三
九
八
頁
。

ま
た
谷
口
澄
夫
「
城
下
町
岡
山
の
成
立
－
　

　
（
魚
澄
惣
五
郎
繍
『
大
名
領
国
と
城
下
町
』
　
昭
三
二
　
所
収
）
一
五
三

　
～
一
五
五
頁
。

＠
　
　
『
松
代
町
兜
』
　
昭
四
　
四
頁
。
　
　
㊥
）
同
右
　
一
七
九
頁
。

⑳
　
西
沢
　
前
掲
⑳
　
所
載
。

⑭
　
前
掲
⑳
　
四
三
～
四
七
頁
。
ま
た
同
書
所
収
「
寛
永
年
間
広
島
城
下
之

　
図
」
。

⑯
　
石
川
恒
太
郎
「
延
岡
城
下
町
の
建
設
計
画
に
就
い
て
」
　
（
社
会
経
済
史

　
学
　
五
巻
一
一
号
）
　
九
〇
～
一
〇
〇
頁
。

⑳
　
　
『
大
垣
市
史
』
　
中
巻
　
昭
五
　
所
収
。

（⑳

@　

｡
…
田
一
兀
春
『
平
安
｛
尽
変
遷
史
島
　
　
昭
「
五
　
　
一
一
ニ
～
一
二
六
百
ハ
。

㊥
　
　
『
松
本
市
史
』
　
上
巻
　
昭
八
　
七
六
六
頁
。
図
も
本
書
所
収
。

⑳
　
　
『
枢
密
要
論
』
　
（
但
し
小
野
前
掲
⑳
　
一
三
四
頁
所
引
）
。

＠
研
藤
郷
平
編
『
地
方
都
市
の
研
究
i
新
し
い
豊
橋
』
　
昭
二
九
　
一

　
六
頁
。

＠
　
松
原
　
前
掲
⑩
　
二
一
～
二
三
頁
。

＠
　

『
和
歌
山
県
田
辺
賠
償
』
　
昭
五
　
所
収
。

⑧
　
　
「
冑
岡
田
市
史
』
　
　
第
「
巻
　
　
昭
＝
＝
篇
　
　
山
ハ
八
頁
〔
。

⑧
　
「
勝
山
城
下
之
図
」
で
は
町
の
北
端
に
位
置
し
て
い
る
が
、
他
の
寺
院

　
の
計
画
的
配
置
よ
り
考
え
て
、
宝
永
六
年
入
部
の
小
笠
原
氏
に
よ
っ
て
移

　
転
を
せ
ら
れ
た
も
の
か
。
以
前
は
上
位
段
丘
面
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

　
う
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
の

⑧
前
掲
⑩
三
三
～
三
四
頁
。
図
も
本
書
。
　
　
　
　
　
　
　
5
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

⑧
　
長
井
政
太
郎
『
山
形
県
新
誌
』
　
昭
二
五
　
＝
一
〇
～
一
二
一
頁
。

＠
　
大
島
延
次
郎
「
宇
都
宮
の
発
達
」
　
（
前
掲
⑧
　
所
収
）
一
〇
七
頁
。
図
　
鵬



は
本
嘗
所
収
。

⑯
　
花
見
朔
己
編
　
大
日
本
地
誌
大
系
　
第
三
〇
巻
曙
．
新
編
会
津
風
土
記
』

　
一
　
昭
七
　
一
五
七
頁
。

⑧
前
掲
⑨
二
四
頁
。

⑳
　
『
日
本
地
名
事
典
』
　
1
　
昭
工
九
　
三
二
八
頁
。

⑳
　

『
高
松
市
史
』
　
昭
八
　
五
二
一
頁
。

＠
前
掲
⑩
五
～
二
〇
頁
。

＠
　
小
用
琢
治
鰐
隅
、
人
文
地
理
研
究
』
　
昭
三
　
一
〇
〇
頁
。

＠
　
『
金
沢
市
史
』
　
市
街
篇
　
第
一
　
大
落
穴
　
第
一
三
章
。

⑭
　
拙
稿
「
議
内
に
お
け
る
城
下
町
規
模
と
提
封
一
〈
大
名
領
魑
の
歴
史

　
地
理
的
研
究
〉
　
っ
の
試
み
一
」
　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
畿
内
歴
史
地
理

　
研
究
』
所
収
）
で
、
提
封
と
城
下
人
口
の
相
関
々
係
、
領
内
人
口
の
城
下

　
町
集
中
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

⑭
　
江
戸
に
は
二
〇
間
そ
の
他
広
幅
員
這
路
、
（
前
掲
⑲
　
＝
一
三
五
頁
）
、

　
名
古
屋
に
つ
い
て
は
～
三
闊
の
広
小
路
（
小
葉
田
　
亮
「
旧
城
下
町
景
観
」

　
〔
地
理
弘
澗
叢
　
　
七
輯
〕
　
轟
ハ
六
｝
貝
）
　
”
か
山
の
一
〇
。

⑰
　
小
倉
強
「
仙
台
の
宙
街
及
び
土
木
建
築
」
（
『
稿
台
市
史
』
3
昭
二
五
）
、

　
三
七
七
頁
。
な
お
仙
台
の
項
は
本
論
放
に
よ
る
。

⑯
　
　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
第
一
輯
．
明
四
三
　
八
二
頁
。

⑳
　
近
藤
忠
「
藩
政
時
代
の
紀
ノ
崩
水
運
」
　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
岬
、
河
谷
の
歴

　
中
く
地
理
漏
　
　
昭
ご
　
｝
嵩
　
　
所
収
）
　
　
一
二
五
五
～
一
二
五
山
ハ
｝
貝
。

⑭
　
　
『
熊
本
市
史
』
　
昭
七
　
二
九
九
頁
。
図
も
本
書
所
収
。
．

島
大
学
学
芸
学
部
論
集
　
八
巻
一
号
）
の
あ
る
を
知
り
、
拝
見
し
た
。
小
野

均
「
近
世
城
下
町
の
研
究
」
以
来
の
〃
城
下
町
”
な
る
語
の
用
法
及
び
概
念

の
誤
謬
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

①
小
稿
も
さ
し
づ
め
、
　
「
近
世
城
下
プ
ラ
ン
の
云
々
」
と
改
題
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
か
と
も
思
う
が
、
小
稿
は
、
い
わ
ゆ
る
〃
城
下
”
の
み
な
ら
ず
、
城
の
位

置
を
も
ふ
く
め
た
「
城
下
都
市
計
画
」
を
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
敢
て
改
め
る
要
も
な
か
ろ
う
と
思
う
。
②
城
郭
と
城
下
と
の
関
係
に
つ

い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
部
分
は
、
も
っ
と
も
小
稿
と
関
連
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
氏
が
同
…
城
下
に
お
け
る
プ
ラ
ン
の
変
化
を
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、

従
っ
て
三
〇
頁
の
分
類
の
ご
と
き
も
、
何
時
の
疇
期
の
城
下
プ
ラ
ン
に
つ
い

て
で
あ
る
か
に
弾
出
し
て
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
ら
を
稗
益
す
る
こ
と
さ

ら
に
大
で
あ
っ
た
ろ
う
に
と
残
念
で
あ
る
。

140　（580）・

〔
付
〕
　
稿
了
後
、
小
林
清
治
氏
に
「
い
わ
ゆ
る
〃
城
下
町
”
の
構
造
」
　
（
福



tion，　resulted　in　feudalizftc　tion　of　“　S6”　and　purification　of　cities．　As

1ts　process，　however，　’ ?ａｓ　not　fully　been　cleared　for　lacl〈　of　its　origi－

nal　sources，　in　present　conditions　it　is　difficult　to　clearly　understand

the　purification　of　cities　by　the　Odα一Toyotomi（織・豊）administration，

　　In　this　artic1e　sttch　difficulties　are　to　be　overcome　by　using　some

new　sources　in　studying　cities　in　the　era　as　an　epoch　of　feudal　cities．

　　　　Development　Form　of　the　Castle－towns’　plan　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　Edo　Era一；一一An　lntroduction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhiko　Yamori

　　It　is　true　that　studies　on．the　castle－town　have　been　said　to　be　in

the　stage　beyond　“morphology”，　but　its　systematic　research　seems

to　remain　unaccomplished；　for　instance，　to　tra；ce　back　the　lineage　of

the　castle－towns’　plans　is　at　the　very　beginning．

　　In　this　article，　we　will　set　five　styles　in　the　castle－towns’　plans　in

the　Eao　era　to　consider　the　series　of　their　development．　Tp　make

our　point　of　argument　sirnple，　in　the　first　chic　pter　is　“hypothesis”

as　ac　n　outline　for　the　time　being；　in　’ 狽?ｅ　second　chapter　it　will　be・

exemplified．

　　　　　On　the　Social　Organization　of　the　Temple　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　City－state　of　Lagash　in　Sumer

　　　　　　　　　　　　around　the　problem　ef　the　allotment－holders

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shigeru　Yamamoto

　　Economy　of　the　Sumerian　temples　has　a　large　extent　of　influence

upon　the　economic　growth　of　ancient　western　Asia．　Manysided

details　of　the・temple　economy　is　to　be　found　only　in．those　records

of　the　Bau　temple，　thrOugh　the　analysis　of　which　we　are　going　to・

approach　to　societies　in　the　western　Asiic，　owing　to’the　fundamenta！

monographs　by　A　Schneider　ac　nd　P．　Anton　Deirnel．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（615）


