
圏
構
造
と
地
域
構
造

奈
良
・
会
津
二
盆
地
を
例
と
し
て

山

澄

兀

　
【
要
約
冒
　
地
理
掌
に
お
い
て
、
近
年
、
中
心
集
落
を
申
核
と
し
た
圏
構
造
を
手
が
か
り
と
し
て
、
地
域
を
掘
呈
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
さ
か
ん
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
筆
着
も
こ
の
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
奈
良
盆
地
と
会
津
盆
地
を
例
に
と
り
、
先
進
地
域
・
後
進
地
域
と
い
う
地
域
類
型
が
、
圏
構
造
に
い
か
に
反

映
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
次
い
で
封
鎖
的
で
ロ
ー
カ
ル
な
隅
構
造
が
、
近
代
的
な
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
い
か
に
変
形
さ
れ
、
蚕
食
さ
れ
て
い
く

か
と
い
う
過
程
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

へ

圏購造と地域構造（由澄）

脚

　
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
地
理
学
論
を
一
般
的
に
展
隣
す
る
意
図
は

な
い
。
し
か
し
小
論
の
目
的
を
明
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
筆

者
の
地
理
学
に
対
す
る
考
え
を
箇
単
に
の
べ
て
お
き
た
い
。
人
文
地

理
学
と
は
、
地
表
の
社
会
的
諸
現
象
を
、
　
「
地
域
」
（
お
α
q
δ
け
）
と
い

う
場
に
お
い
て
捉
え
て
分
析
す
る
方
法
の
科
学
で
あ
る
と
定
義
す
る
。

し
か
し
近
年
隣
接
諸
科
学
に
お
い
て
、
　
「
地
域
」
研
究
が
非
常
に
さ

か
ん
に
な
り
、
　
「
地
域
」
は
地
理
学
の
専
有
物
で
は
な
く
な
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
地
理
学
の
側
に
お
い
て
、
　
「
地
域
」
と
い
う
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
つ
い
て
厳
密
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
問
題
に
な
る
点
は
「
地
域
」
概
念
の
実
体
性
で
あ
る
。
も
し

「
地
域
」
と
い
う
概
念
が
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
に
分
解
さ

れ
て
、
単
な
る
諸
要
素
①
算
術
的
総
和
に
す
ぎ
な
い
屯
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
あ
ま
り
価
値
の
な
い
概
念
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
構
成
要
素

に
分
解
し
つ
く
さ
れ
な
い
積
分
的
全
一
体
（
囲
弦
Φ
σ
q
予
断
芝
ぎ
ε
と
で

購
い
う
べ
き
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
極
め
て
有
意
義
な
概
念
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
小
稿
は
こ
の
問
題
の
解
明
に
当
っ
て
、
　
「
圏
構
造
」
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の
研
究
が
ど
の
程
度
手
が
か
り
と
し
て
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
さ
さ

や
か
な
図
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ま
た
「
地
域
構
造
偏
の
分
析

に
当
っ
て
、
い
わ
ば
本
家
で
あ
る
地
理
学
的
方
法
が
、
如
何
に
他
の

諸
科
学
の
立
場
と
異
な
る
か
と
い
う
ア
ポ
ロ
ジ
ー
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
の
「
圏
構
造
」
と
は
、
「
あ
る
中
核
（
8
鴨
ρ

囚
Φ
韓
）
に
よ
っ
て
機
能
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
地
域
構
造
漏
で
あ
る

と
定
義
す
る
。
従
来
、
地
理
学
的
地
域
と
は
多
く
均
質
地
域
（
霜
琶
8
芸
事

器
。
q
δ
⇔
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
対
象
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
を

種
々
な
指
標
を
用
い
て
、
類
似
し
た
性
格
を
屯
つ
た
地
域
に
区
分
し
、

地
理
区
を
設
定
す
る
こ
と
が
地
理
学
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
立
場
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
現
代
社
会
の
地
域
性
を
把
握

す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
静
態
的
で
安
易
な
方
法
で
あ
る
と
批
判
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
老
こ
で
近
年
さ
か
ん
に
提
唱
さ
れ
、
調
査
研
究
さ

れ
て
い
る
の
が
、
中
核
を
も
つ
圏
構
造
を
そ
の
骨
儲
と
す
る
結
節
地

域
（
ロ
o
Q
巴
お
。
9
ざ
⇔
）
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
地
理
学
に
定
立
し
た
の
は
、

ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
南
ド
イ
ツ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
、

電
話
密
度
を
指
標
に
用
い
て
、
大
都
市
－
中
都
市
－
小
都
市
－
村
落

と
中
心
集
落
が
六
角
形
の
階
層
構
造
を
な
し
つ
つ
分
布
し
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
が
機
能
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
、
さ
ら
に
全
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
拡
張
も
て
、
や
や
演
繹
的
に
で
は
あ
る
が
こ
の
立
場
を
推

　
　
④

擁
し
た
。

　
ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
学
派
は
中
心
都
市
の
階
層
的
配
置
や
都
心
関
係

圏
の
構
造
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
、
地
域
の
空
間
構
造
の
解
明
に
多

く
の
貢
献
を
な
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
空
間
構
造
が
形

成
さ
れ
た
か
と
い
う
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
考
慮
が
払

わ
れ
て
い
な
い
し
、
各
地
域
の
個
性
に
応
じ
て
い
か
に
図
式
が
歪
曲

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
そ
れ
程
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
の
後
内
外
を
通
じ
て
多
く
の
理
論
酌
∵
実
証
的
研
究
が
な
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
立
場
の
地
域
論
が
体
系
化
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
た
。
筆
者
は
諸

先
学
の
す
ぐ
れ
た
業
績
に
多
く
を
負
い
つ
つ
、
少
し
で
も
そ
れ
に
肉

づ
け
し
よ
う
と
試
み
た
。

二

　
上
に
の
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
の
屯
と
に
選
ん
だ
フ
ィ
ー
ル
ド
は

会
津
盆
地
と
奈
良
盆
地
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
盆
地
は
第
一
図
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
面
績
と
い
い
、
形
と
い
い
、
中
心
集
落
の
配
…
置
の
仕

方
と
い
い
極
め
て
類
似
し
て
い
る
の
で
、
圏
構
造
を
通
じ
て
の
地
域

性
を
比
較
す
る
に
は
最
適
の
条
件
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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囎醜避と地域構造（出澄）
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第1図のB　奈良盆地

す
な
わ
ち
奈
良
盆
地
は
東
北
隅
に
奈
良
と
い
う
盆
地
の
大
中
心
、
そ

れ
に
近
接
し
て
大
和
郡
山
と
い
う
副
次
的
中
心
が
あ
り
、
盆
地
の
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
せ

辺
に
大
和
高
田
・
玉
寺
・
御
所
・
橿
原
（
八
木
．
今
井
を
合
し
た
も
の
）
・

桜
井
・
天
理
・
田
原
本
な
ど
の
諸
中
心
集
落
が
分
布
し
て
い
る
。
一

方
会
津
盆
地
は
、
南
隅
に
盆
地
の
大
中
心
と
も
い
う
べ
き
会
津
若
松

が
あ
り
、
そ
の
北
方
に
副
次
酌
中
心
で
あ
る
喜
多
方
が
位
澄
し
、
盆

　
　
　
　
　
　
ば
ん
げ

地
の
周
辺
に
は
坂
下
・
本
郷
・
会
津
高
田
・
塩
川
な
ど
の
よ
り
低
次

の
中
心
集
落
が
並
ん
で
い
る
。

　
さ
て
二
つ
の
盆
地
の
う
ち
、
奈
良
盆
地
は
近
世
中
期
以
降
、
商
贔

経
済
が
よ
く
浸
透
し
て
い
た
所
調
「
畿
内
型
先
進
地
域
」
に
属
し
、

会
津
盆
地
は
「
東
北
型
後
進
地
域
」
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
先
進
性
・

後
進
性
と
い
う
類
型
は
明
治
以
後
の
資
本
主
義
的
近
代
化
に
対
応
し

な
が
ら
、
今
日
も
な
お
二
盆
地
を
性
格
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
奈

良
盆
地
は
阪
神
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
の
強
い
影
響
を
う
け
、
盆
地
の
自
律

性
を
近
年
次
第
に
失
な
い
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
事
実
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
メ
ト
μ
ポ
ー
ル
圏
に
併
呑
さ
れ
て
し
ま

っ
た
地
帯
と
比
較
す
れ
ば
、
都
市
化
現
象
は
か
な
り
劣
り
、
現
在
も

な
お
一
応
の
盆
地
と
し
て
の
社
会
的
ま
と
ま
り
を
保
持
し
て
い
る
。

　
一
方
会
津
盆
地
は
東
京
と
隔
た
る
事
遠
く
、
盆
地
内
の
封
鎖
的
完
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結
性
は
強
く
保
存
さ
れ
、
現
在
も
旧
会
津
藩
城
の
地
と
し
て
の
若
松

市
を
中
心
と
し
た
共
同
意
識
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
近
年
の
市
町
村
合
併
に
際
し
、
奈
良
盈
地
の
「
町
」
の
多
く
が
近

隣
の
農
村
地
帯
を
吸
収
し
て
「
市
」
に
昇
格
し
た
の
に
対
し
、
会
津

盆
地
の
「
町
」
に
あ
っ
て
は
、
近
く
の
「
村
」
を
合
併
し
な
が
ら
竜

な
お
「
町
」
と
し
て
留
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
二
盆
地
の
性
格

を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。
さ
ら
に
二
盆
地
の
自
律
的
封
鎖
性

の
度
合
を
数
量
豹
に
比
較
す
る
た
め
に
、
昭
和
二
五
年
の
国
勢
調
査

に
よ
っ
て
、
奈
良
・
会
津
若
松
爾
市
の
住
民
の
嵐
生
地
を
指
標
に
と

る
。
そ
の
結
果
、
奈
良
市
の
場
合
は
自
市
出
生
者
が
全
人
口
の
五

〇
・
五
％
、
奈
良
県
出
生
者
が
一
五
・
八
％
、
計
六
六
・
三
％
を
占

め
て
い
る
が
、
会
津
藩
松
市
の
場
合
は
自
市
塵
生
者
丈
六
〇
・
八
％
、

福
島
県
内
出
生
者
率
二
五
・
○
％
、
計
八
五
・
八
％
と
な
り
、
前
述
．

し
た
地
域
性
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
先
進

性
一
後
進
性
と
い
う
地
域
性
（
湘
①
。
q
δ
山
型
回
な
）
　
の
尺
度
と
し
て
の

「
圏
構
造
」
の
役
割
を
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
な
お
地
域
〔
の
先
進
性
・
後
進
性
に
つ
い
て
は
、
地
理
学
よ
り
も
む

し
ろ
隣
接
社
会
諸
科
学
に
お
い
て
、
種
々
の
類
型
的
尺
度
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
社
会
学
で
は
福
武
直
氏
が
、
　
「
西
南
日
本
型
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

組
海
南
」
と
「
東
北
日
本
型
同
族
結
合
」
に
類
型
づ
け
、
社
会
経
済

史
学
の
側
で
は
、
明
治
維
新
期
の
経
済
的
発
展
段
階
に
応
じ
て
戸
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

敏
之
・
堀
江
英
一
氏
な
ど
に
よ
っ
て
地
域
的
類
型
づ
け
が
試
み
ら
れ
、

農
業
経
済
学
の
立
場
か
ら
は
、
米
の
生
産
力
を
指
標
と
し
て
「
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

型
」
・
「
佐
賀
型
」
な
ど
の
類
型
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
、
地
理
学
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
隣
接
社
会
諸
科
学
の
実
り
ゆ
た
か
な
成
果
を
受
入

れ
て
、
地
域
の
先
進
性
・
後
進
性
の
類
型
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
自
体
極
め
て
意
味
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
地
理
学
プ
ロ

パ
ー
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
な
お
ざ
り
に
は
で

き
な
い
こ
と
と
思
う
。
そ
こ
で
い
さ
さ
か
ま
わ
り
く
ど
く
、
結
論
に

明
確
さ
を
減
じ
形
態
論
に
留
ま
る
と
は
い
え
、
　
「
圏
構
造
」
を
手
が

か
り
に
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三

　
圏
構
造
を
論
じ
る
に
は
、
ま
ず
地
域
を
機
能
的
に
結
び
つ
け
て
い

る
階
層
を
も
つ
た
都
市
度
（
¢
吾
臥
昌
蔓
）
を
測
定
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
指
標
と
し
て
は
、
ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
の
電
話
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
翼
ン
に
よ
る
方
法
を
始
め
、
買
物
・
バ
ス
交
通
な
ど
サ
ー
ヴ
ィ
ス
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閥構輩と∫也域構造（1鳥澄）
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C
C
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C

松
方
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田
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郷

　
多

若
喜
坂
高
、
塩
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

機
能
を
墓
本
と
し
た
単
一
指
標
が
従
前
多
く
採
ら
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
「
中
心
性
」
　
（
o
Φ
艮
巨
ξ
）
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
支
配
す
る

周
辺
地
域
に
対
す
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て

い
る
が
、
複
雑
で
多
く
の
機
能
を
有
し
て
い
る
都
市
の
も
つ
力
を
表

現
す
る
に
は
、
総
合
指
標
に
よ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
筆
者
は
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ト
ラ
リ
テ
イ
エ

周
辺
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
に
基
づ
く
「
中
心
性
」
と
区
別
し
て
、

　
ア
ヨ
パ
　
ニ
ア
イ
　

「
都
市
度
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ

　
さ
て
「
都
市
度
」
を
表
わ
す
指
標
と
し
て
、
ム
人
口
、
馬
人
口
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

実
記
、
馬
人
口
密
度
、
ん
農
業
人
口
率
減
少
度
、
島
自
市
町
外
出
生

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
三
、
既
商
業
従
事
者
数
、
＆
工
業
従
事
者
数
、
＆
専
門
・
管
理
・
事

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務
職
（
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
）
従
事
者
数
、
α
行
政
施
設
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

）
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

α
金
融
施
設
、
G
教
育
施
設
の
一
一
を
採
用
し
、
註
に
示
し
た
基
準

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

に
従
っ
て
、
a
匪
5
、
b
1
1
3
、
c
1
1
2
、
d
1
－
1
の
四
段
階
に
わ

け
て
評
点
づ
け
た
。
（
錦
一
表
）
竜
ち
う
ん
指
標
の
と
り
方
に
は
種
々

の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
両
地
域
を
比
較
し
う
る
均
質
的
資
料
と
な

る
と
、
ど
う
し
て
も
国
勢
調
査
な
ど
の
官
庁
統
計
に
限
定
さ
れ
、
そ

れ
ら
か
ら
同
じ
よ
う
な
性
格
・
機
能
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
指

標
の
重
複
は
避
け
て
、
「
マ
チ
」
の
力
を
総
合
的
に
褒
現
す
る
と
思
わ

れ
る
も
の
を
選
ん
だ
。
館
一
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
各
指
標
を
㈲
・
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⑧
・
◎
の
指
標
群
に
三
大
別
し
て
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
評
点
を
平
均
し
、

更
に
㈲
⑧
⑨
三
指
標
群
の
平
均
値
を
求
め
て
、
こ
れ
を
以
て
各
市
町

の
都
市
度
と
し
た
。
何
故
二
重
の
平
均
を
求
め
る
と
い
う
煩
墳
な
手

続
き
を
踏
ん
だ
か
と
い
う
と
、
㈲
指
標
群
は
概
観
的
な
量
的
指
標
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
、
現
在
発
展
の
著
し
い
マ
チ
に
有
利
で
あ
り
、

⑧
指
標
群
は
マ
チ
の
機
能
の
量
的
指
標
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
現

在
の
活
動
力
の
大
き
な
マ
チ
に
有
利
で
、
ま
た
ゆ
指
標
群
は
マ
チ
の

対
周
辺
活
動
を
主
と
し
た
質
約
指
標
と
い
え
、
唱
言
の
地
方
中
心
に

有
利
な
指
標
群
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
三
指
標
点
を
対
等
に
取
扱

う
こ
と
に
よ
り
、
マ
チ
（
中
心
集
落
）
の
力
を
偏
ら
ず
に
計
量
し
よ
う
、

と
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
奈
良
盆
地
で
は

A
級
i
奈
良
、
B
面
一
大
和
高
田
・
大
和
郡
山
、
C
級
一
御
所
・
桜

井
・
橿
原
、
D
級
i
天
理
・
王
寺
・
田
原
本
、
会
津
盆
地
で
は
、
A

級
i
会
津
若
松
、
B
級
－
喜
多
方
、
D
級
一
坂
下
・
会
津
筒
田
・
本

郷
、
E
級
i
塩
川
と
い
う
二
心
集
落
の
階
層
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
な
お
、
統
計
処
理
の
単
位
を
行
政
上
の
市
町
と
し
た
点
に
大
き
な
問
題

　
が
あ
る
。
し
か
し
利
用
で
き
比
較
し
う
る
資
料
の
性
格
上
、
行
政
区
爾
に

　
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
農
村
部
が
合
併
さ
れ
な
い
昭
和
二

　
五
i
二
八
年
の
資
料
に
拠
り
、
最
新
の
デ
…
タ
に
よ
れ
な
か
っ
た
の
は
遺

憾
で
あ
る
．
い
ず
れ
サ
ン
プ
ル
を
選
ん
で
緬
票
に
基
づ
い
た
精
査
を
行
な

っ
て
妥
当
性
を
検
証
し
た
い
。
ま
た
a
・
b
・
c
・
d
の
評
点
の
与
え
方

に
も
問
題
が
あ
る
が
、
各
指
標
と
も
三
々
の
問
に
は
数
侮
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
、

（
殊
に
a
l
b
問
に
）
が
認
め
ら
れ
、
量
酌
変
化
の
中
に
質
酌
差
異
が
表

現
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
え
よ
う
。

　
こ
の
都
市
度
に
も
と
づ
い
て
、
両
盆
地
の
中
心
集
落
の
義
塾
を
第

一
図
に
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
盆
地
と
竜
概
ね
類
似
し
た
階
層
構

　
　
　
　
　
　
⑪

造
を
有
し
て
い
る
が
、
奈
良
盈
地
の
方
が
外
形
的
に
は
マ
チ
の
数
も

や
や
多
い
た
め
か
ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
流
の
模
式
的
な
六
角
形
の
歪
曲

度
が
大
さ
い
。
も
っ
と
も
ク
レ
ッ
パ
ー
は
中
心
集
落
か
ら
の
道
路
が

四
方
に
放
射
す
る
例
が
多
い
た
め
、
中
心
集
落
配
置
の
理
想
型
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

六
角
形
よ
り
も
む
し
ろ
正
方
形
が
妥
当
す
る
と
述
．
へ
て
い
る
が
、
奈

良
盆
地
の
場
合
、
マ
チ
の
大
き
さ
を
度
外
視
す
れ
ば
、
菓
北
隅
の
奈

良
市
を
起
点
と
し
て
概
ね
正
方
形
状
に
配
列
し
て
い
る
。

　
次
に
両
盆
地
を
比
較
し
て
特
徴
を
の
べ
て
み
る
。

　
q
D
一
般
に
都
市
度
評
点
の
絶
対
値
は
奈
艮
盆
地
の
方
が
高
い
。
換

言
す
れ
ば
、
統
計
的
に
み
て
奈
良
盆
地
の
マ
チ
の
方
が
都
市
化
が
進

ん
で
い
る
。

　
働
第
二
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
対
象
と
し
た
全
フ
ィ
ー
ル
ド
、
す
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蜜薄；～匿とf也葦域督摩進（山澄）

第2表
ホ

ワ

イ

ト

カ

ラ

1

人
1］

　90

　
　
　
　
　
　
　
　
％

工
　
　
業
　
　
入
　
　
口

　
　
　
　
　
　
　
　
％

商
業
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
人
μ

22

T
5

！2

X
5

19

X
6

良
田
山

　
高

　
和

奈
大
郡

4743

100100

驚審釧51
全盆地iloo

41
P3

39
P2

4！

P2

676967

100100100

若　松
喜多方
対象中心
集落合計

全盆地

な
わ
ち
両
盆
地
全
体
に
対
し
て
、
各
中
心
集
落
（
マ
チ
）
の
も
つ
諸
指

標
が
占
め
る
割
合
は
、
概
ね
会
津
盆
地
の
方
が
高
い
と
い
え
る
。
つ

ま
り
会
津
盆
地
の
マ
チ
の
方
が
、
盆
地
全
体
の
農
村
部
に
及
ぼ
す
力

が
強
い
と
み
な
し
う
る
。
殊
に
両
盆
地
の
A
級
の
大
中
心
で
あ
る
奈

良
と
会
津
若
松
、
B
級
の
中
心
集
落
で
あ
る
大
和
郡
山
・
大
和
高
田
と

喜
多
方
と
を
比
較
す
れ
ば
こ
の
傾
向
は
更
に
明
瞭
に
な
る
（
第
二
蓑
）
。

　
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
次
の
よ
う
に
推
論
し
て
も
差
し
仕
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
盆
地
の
方
が
阪
神
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
の

影
響
と
、
そ
の
結
果
盆
地
内
の
農
村
自
体
が
か
な
り
都
市
化
（
例
え

ば
農
村
よ
り
大
都
市
へ
の
通
勤
考
が
多
い
な
ど
）
し
て
い
る
た
め
、
封
鎖

的
な
盈
地
内
の
圏
構
造
が
デ
フ
み
砧
ル
メ
さ
れ
、
一
般
的
な
都
市
化
の

度
合
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盆
地
の
農
村
を
支
配
す
る

力
は
会
津
盆
地
よ
り
劣
っ
て
い
る
。

　
更
に
一
般
化
す
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
単
位
地
域
を
比
較
校
訂
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
圏
構
造
の
く
ず
れ
具
合
と
そ
の
プ
ロ

セ
ス
、
ま
た
そ
の
地
域
の
対
周
辺
農
村
へ
の
支
配
力
が
測
定
で
き
れ

ば
、
．
封
鎖
的
な
地
域
が
、
ど
の
程
度
よ
リ
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
い
近
代
的

な
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
の
影
響
を
う
け
、
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ア
に
吸

収
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
、
簡
単
に
い
え
ば
、
先
進
性
・
後
進
性
を
は
か

る
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
か
な
り
有
効
な
も
の
と
な
り
え
よ
う
。

　
次
に
今
の
べ
た
「
都
市
度
」
が
ど
の
程
度
現
実
性
を
も
つ
て
い
る

か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
仮
に
そ
の
「
都
市
度
」
に
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
つ
け
た
距
離
を
半
径
と
し
て
円
を
描
い
て
み
る
（
第
二
麟
）
。
こ
れ

は
、
デ
ィ
ッ
キ
ソ
ソ
ソ
が
イ
ー
ス
ト
・
ア
ソ
グ
リ
ア
地
方
に
於
て
中

世
的
な
市
場
町
の
崩
壊
過
程
を
み
よ
う
と
し
た
際
に
試
み
た
方
法
で

　
　
　
⑬

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
都
市
度
」
に
従
っ
て
、
ウ
ェ
イ
ト
を
つ
け
て

円
を
描
い
た
。
ま
た
「
都
市
度
」
に
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
つ
け
た
数
値

を
半
径
と
し
た
の
は
、
平
野
部
に
於
て
は
近
世
末
に
、
地
方
町
は
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ね
約
三
キ
ロ
間
隔
に
分
布
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
奈
良
盆
地
で
は
予
想
以
上
に
オ
ー
バ
ー
ラ
．
ッ
プ
す
る
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第2図のA（縮尺は第1図に同じ）

蒸

！

○

○

第2図のB

膨

こ
と
な
く
盆
地
を
塊
め
、
そ
の
空
所
も
都
市
度
が
一
段
と
劣
弱
な
た

め
、
考
察
か
ら
除
外
し
た
箸
尾
・
三
輪
・
椥
太
一
帯
解
。
櫟
本
な
ど

の
小
中
心
集
落
を
以
て
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
完
全
に
充
擬
さ
れ
る
。
次
に

会
津
盆
地
に
つ
い
て
い
え
ば
、
若
松
を
中
心
と
し
た
爾
部
は
き
れ
い

に
円
が
接
す
る
が
、
姦
多
方
・
坂
下
と
の
中
間
地
帯
に
は
か
な
り
広

い
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
こ
れ
は
表
面
的
に
は
、
も
ち
ろ
ん
会
津
盆
地

に
は
中
心
集
落
が
少
な
い
と
い
う
事
実
の
反
映
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

基
底
に
は
先
述
し
た
先
進
・
後
進
と
い
う
地
域
性
が
存
在
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
一
般
化
す
れ
ば
、
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
周
辺
地
帯

で
は
中
心
集
落
が
密
集
し
て
円
が
重
な
b
・
あ
い
、
中
心
集
落
の
圏
構

造
が
全
く
意
味
を
電
た
な
く
な
っ
て
お
り
、
一
方
僻
地
で
は
ブ
ラ
ン

ク
が
広
く
存
在
し
、
こ
の
方
法
も
ま
た
先
進
・
後
進
の
一
つ
の
尺
度

と
な
り
え
よ
う
。

四

　
こ
こ
で
中
心
集
落
の
配
置
か
ら
み
た
先
進
性
・
後
進
性
に
つ
い
て

簡
単
な
歴
史
的
な
説
明
を
加
え
た
い
。
近
世
に
な
っ
て
都
市
と
農
村

と
の
社
会
的
分
業
が
完
成
し
、
貨
幣
経
済
を
主
軸
と
し
て
都
市
が
農

村
を
次
第
に
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
世
紀
初
頭
の
ほ
ぼ
半
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蝋購造と地域構造（1！1澄）

世
紀
の
短
か
い
期
間
に
、
く
も
の
巣
の
結
節
点
の
よ
う
に
日
本
全
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
町
に
よ
っ
て
掩
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
局
地
的
市
場
圏
が
形

成
さ
れ
、
地
方
の
商
品
流
通
が
促
進
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
原
田
伴

彦
氏
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
城
下
町
・
門
前
町
な
ど
の
「
市
口
巴
」

と
在
郷
の
小
中
心
で
あ
る
「
郷
町
」
と
は
、
基
本
的
に
そ
の
性
格
と

　
　
　
　
　
　
　
⑯

発
展
過
程
を
異
に
し
、
ま
た
地
域
的
な
発
展
段
階
の
「
ず
れ
」
に
応

じ
て
そ
の
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
会
津
盆
地
の
場
合
、
藤
田
五
郎
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
よ
れ
ば
、

一
六
六
〇
年
代
（
寛
文
年
間
）
に
大
体
領
内
一
円
に
わ
た
っ
て
地
方
農

村
市
場
が
随
所
に
現
わ
れ
、
局
地
的
市
場
圏
が
形
成
さ
れ
た
。
城
下

の
「
市
島
」
で
あ
る
若
松
を
中
核
と
し
て
前
述
し
た
諸
マ
チ
が
街
道

沿
い
に
放
射
状
に
な
ら
び
、
六
斎
市
が
開
設
さ
れ
た
。
し
か
し
六
斎

市
は
享
保
の
頃
か
ら
次
第
に
衰
え
て
布
場
の
形
骸
と
な
っ
て
解
消
す

る
か
、
商
入
資
本
の
手
に
よ
る
市
場
に
変
質
す
る
か
し
て
、
中
世
末

期
以
来
の
六
斎
市
場
は
そ
の
機
能
を
停
止
し
、
「
新
編
会
津
風
土
記
」

に
は
「
店
舗
商
業
ハ
へ
と
串
巾
一
か
発
展
山
裾
に
鯉
…
消
し
て
い
く
銅
帽
一
か
叙
述
さ
れ

　
　
⑬

て
い
る
。
ま
た
B
級
の
中
心
集
落
で
あ
る
喜
多
方
は
、
か
つ
て
そ
の

一
部
を
小
荒
井
と
称
し
て
い
た
が
、
「
新
編
会
津
風
土
記
」
に
は
「
昔

よ
り
市
田
あ
h
ソ
、
商
売
の
疲
よ
く
常
に
店
を
出
し
て
諸
物
を
商
ひ
、

其
さ
ま
若
松
の
市
井
に
異
な
ら
ず
、
…
…
家
数
二
百
九
十
六
軒
…
…
」

　
　
⑲

と
あ
り
、
江
戸
時
代
す
で
に
若
松
に
つ
ぐ
盆
地
の
中
心
都
市
と
し
て

繁
．
謝
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
会
津
盆
地
で
は
近
世
初
頭
よ
り
局
地

的
な
農
村
市
場
圏
を
背
暴
と
し
た
在
郷
町
が
形
成
さ
れ
、
明
治
以
後

も
次
第
に
若
松
に
機
能
が
集
中
さ
れ
て
い
き
つ
つ
は
あ
る
が
、
今
な

お
こ
の
基
本
的
な
性
格
は
失
な
わ
ず
、
若
松
を
中
核
と
し
て
小
中
心

集
落
が
街
道
沿
い
に
　
配
列
し
て
い
る
。

　
一
方
奈
良
盆
地
の
場
合
、
古
く
か
ら
の
文
化
の
中
心
地
で
あ
り
、

近
世
中
期
よ
り
綿
を
主
と
す
る
商
業
的
農
業
の
発
届
が
著
し
く
、
い

わ
ゆ
る
畿
内
型
先
進
地
域
の
一
環
を
構
成
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

当
然
中
心
集
落
の
伝
統
や
そ
の
配
列
竜
会
津
盆
地
と
は
異
な
っ
た
様

相
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
津
の
よ
う
に
盆
地
内
が
一
轍
の

領
地
で
は
な
く
、
町
奉
行
が
管
轄
し
た
旧
都
の
奈
良
、
一
翼
一
城
令

以
後
二
〇
万
石
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
郡
山
の
二
「
市
邑
」
を
主

な
も
の
と
し
、
他
に
一
万
石
の
陣
屋
所
在
地
田
原
本
、
短
期
間
領
主

が
崔
住
し
そ
の
後
寺
内
町
的
性
格
を
屯
ち
な
が
ら
商
業
が
発
展
し
た

高
田
・
御
所
、
典
型
的
な
寺
内
町
と
し
て
有
名
で
あ
る
今
井
、
更
に

在
郷
町
的
な
商
業
交
通
集
落
で
あ
る
八
木
・
桜
井
・
丹
波
市
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

そ
の
発
生
と
性
格
は
様
た
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
城
下
町
と
い
う
封
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建
的
中
核
に
は
制
約
さ
れ
ず
、
古
来
か
ら
の
街
道
に
沿
っ
て
マ
チ
が

形
成
さ
れ
た
。
　
さ
・
り
に
鞠
仕
醤
す
べ
き
は
、
封
輔
建
酌
φ
な
領
…
域
支
配
を
こ

え
た
商
品
流
通
の
発
展
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
綿
問
屋
が
郡
山
・
高
田

・
八
木
・
今
井
・
御
所
な
ど
に
存
在
し
、
そ
の
活
動
は
大
阪
を
媒
介

と
し
て
広
く
全
国
的
な
流
通
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
奈

良
盆
地
は
会
津
盆
地
と
比
較
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
於
て
先
進
的
で

・
あ
り
、
そ
れ
が
中
心
集
落
の
配
列
に
も
反
映
し
て
、
盆
地
内
の
封
鎖

的
な
「
城
下
町
」
対
「
在
郷
町
」
と
い
う
相
互
関
係
に
は
と
ら
わ
れ

ず
、
従
っ
て
、
模
式
的
な
形
よ
り
も
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
不
整
然
さ

を
江
戸
時
代
に
す
で
に
示
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
マ
チ
の
数
屯
会
津

盆
地
に
較
べ
て
多
か
っ
た
。
し
か
し
摂
河
泉
や
江
戸
近
傍
の
よ
う
に

ロ
ー
カ
ル
な
「
郷
町
」
の
勢
力
圏
を
蚕
食
し
て
し
ま
う
程
「
市
邑
」

の
影
響
力
は
強
く
な
く
、
お
の
ず
か
ら
中
心
集
落
の
勢
力
圏
は
安
定

し
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
更
に
明
治
以
降
の
大

阪
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
へ
の
接
近
・
吸
収
と
な
っ
て
推
進
さ
れ
る
。

五

　
さ
て
、
都
市
度
に
比
例
し
た
門
の
範
囲
と
、
実
際
の
中
心
集
落
の

勢
力
圏
と
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
地
形
や
伝
統
な
ど
の
た
め
か
な
り

第3図のA（縮尺は第1図に騰じ）第3園のB
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鯛構造と地域構造（肉澄）

く
い
違
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
勢
力
圏
の
決
め
方
自
体
に
、
問
題
が

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
⑳

多
い
が
、
石
水
照
雄
・
飯
坂
久
雄
・
成
田
孝
三
三
氏
の
報
告
や
筆
考
の

き
き
と
り
か
ら
、
一
応
第
三
図
の
よ
う
に
定
め
た
。
今
か
り
に
地
形

と
か
歴
史
的
伝
統
と
か
を
捨
象
し
て
、
こ
の
く
い
達
い
の
意
味
を
た

ず
ね
る
こ
と
に
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
中
心
集
落
の
勢
力
圏
と
は
、

マ
チ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
が
農
村
部
を
支
配
す
る
圏
と
い
え
る
。
す

な
わ
ち
最
近
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
冨
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
経
済
的
機
…
能
に
よ
れ
ば
、
都
市
の
基
本
的
活
動
（
げ
器
ざ
鴛
訟
謀
受
）

の
う
ち
の
対
周
辺
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
を
基
本
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。

従
っ
て
上
の
く
い
違
い
は
、
ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
学
派
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ト
ラ
リ
テ
イ
ロ

機
能
を
基
本
と
し
た
中
心
性
と
諸
機
能
を
綜
合
酌
に
表
現
し
た

ア
ロ
バ
　
コ
ア
イ
ロ

都
市
度
と
の
「
ず
れ
」
で
あ
る
と
原
瑚
的
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ

の
事
実
を
更
に
具
体
的
に
検
証
す
る
た
め
に
、
対
象
地
域
の
商
業
・

サ
…
ヴ
ィ
ス
業
従
事
者
数
と
全
人
口
の
割
合
を
求
め
て
、
奈
良
盆
地

で
は
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
従
事
者
一
人
に
つ
き
二
一
人
、
会
津
盆

地
で
は
二
六
人
を
支
持
し
て
い
る
と
推
序
し
、

（
舌
禍
§
黒
・
f
罫
燕
三
舞
・
讐
終
劃
蝉
）

一
喫
費
耳
O
謬
〉
ロ

と
い
う
式
に
基
づ
い
て
、
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
を
主
と
し
た
周

辺
に
対
す
る
各
市
附
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
人
口
の
過
不
足
を
推
定
し
た

（
繁
三
表
）
。
次
に
各
中
心
集
落
の
受
入
れ
可
能
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
人
口

に
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
つ
け
た
距
離
の
平
方
根
を
半
径
と
し
た
門
を
試

み
に
描
い
て
み
る
（
第
四
図
）
。
そ
の
結
果
、
か
な
り
第
一
二
図
の
マ
チ

の
勢
力
圏
に
整
合
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
き
バ
ニ
テ
イ
ロ

　
ま
た
会
津
盆
地
で
は
、
先
の
総
合
的
都
市
度
の
場
合
に
比
較
し
て
、

若
松
の
円
が
大
き
く
な
り
、
盆
地
全
体
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
の
大
中

心
で
あ
る
事
実
を
反
映
し
て
お
り
、
他
の
中
心
集
落
の
周
辺
に
対
す

　　　　　第3表
各宙町の受入可能なサーヴィス人口
　　　　　　　　　　　（！，000人）

27

P9

V
8

高　田

桜　山

王　専

田原本

34

Q0

P0

P0

W

良
山
所
原
理

奈
郡
御
楼
天

24

U
4

喜多方

高田
本郷

91

P3

S

松
下
用

若
坂
塩

る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能

は
相
対
的
に
劣
っ
て

い
る
。
奈
良
盆
地
に

つ
い
て
み
る
と
、
総

合
的
都
市
度
の
場
合
、

盆
地
全
体
が
概
ね
お

お
わ
れ
た
の
に
対
し

て
、
今
度
の
場
合
は

盆
地
中
央
部
に
広
い

空
隙
が
生
じ
る
。
ほ
ぼ
自
然
条
件
竜
均
一
で
あ
り
、
バ
ス
交
通
も
結

節
点
を
中
心
に
よ
く
発
達
し
て
い
る
二
盆
地
の
こ
の
相
違
は
、
再
三
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第4國のA（縮尺は第1図に同じ）第4國の
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○

考
／

多
◎
◎○

○

／

の
べ
た
よ
う
に
、
会
津
盆
地
で
は
中
心
集
落
の
対
周
辺
サ
ー
ヴ
ィ
ス

機
能
一
す
な
わ
ち
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
流
の
表
現
を
用
い
れ
ば
ベ
イ

シ
ッ
ク
・
セ
ソ
ト
ラ
リ
テ
ィ
ー
が
盆
地
全
体
を
一
円
的
に
支
配
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
奈
良
盆
地
で
は
大
阪
へ
の
指
向
性
と
農
村
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ツ
ク
コ
ア
ク
テ
イ
ヴ
イ

の
中
心
的
機
能
が
次
第
に
発
達
し
て
き
た
の
で
、
非
基
本
的
活

テ
イ動

が
強
ま
り
、
対
周
辺
活
動
の
比
重
が
軽
く
な
っ
て
き
た
と
云
い
え

よ
う
。
殊
に
小
さ
い
マ
チ
の
周
辺
に
対
す
る
中
心
性
は
、
よ
リ
レ
ヴ

ェ
ル
の
高
い
中
心
集
落
と
、
農
村
平
体
の
中
心
性
の
強
ま
り
と
い
う
、

上
下
双
方
か
ら
の
圧
力
に
お
さ
れ
て
、
次
第
に
そ
の
意
義
を
消
失
し

つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
中
心
集
落
の
対
周
辺
サ
ー
ヴ

ィ
ス
機
能
の
収
敏
の
度
合
竜
ま
た
、
地
域
性
測
定
の
尺
度
と
な
り
得

る
で
あ
ろ
う
。山ノ、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ト
ラ
リ
テ
イ
に

　
次
に
対
周
辺
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
を
基
本
と
し
た
中
心
性
と
総
合

　
　
ア
じ
バ
ニ
テ
ィ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク

的
な
都
市
度
と
の
差
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
中
心
集
落
の
非
基
本
的

な
要
素
は
y
何
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

こ
の
問
題
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
が
、
主
要
と
思
わ
れ
る
要
素
を

二
・
三
と
り
だ
し
て
検
討
す
る
．
、
　
ク
リ
ス
タ
ー
ラ
ー
は
三
つ
の
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＜
①
ワ
の
接
頭
辞
の
つ
く
要
素
、
す
な
わ
ち
供
給
（
＜
①
誘
。
茜
§
σ
q
）
・

交
通
（
＜
Φ
碁
⑦
ぽ
）
・
行
政
（
＜
①
導
9
ぎ
薦
）
と
い
う
三
要
素
に
分
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
理
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
に
倣
い
筆
者
は
一
応
工
業
・
通
勤
・

行
政
の
三
要
素
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
対
周
辺
活
動
以
外
の
都
市
の

ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク
の
ア
ク
テ
イ
ヴ
イ
テ
イ

非
基
本
的
活
動
の
要
素
、
す
な
わ
ち
都
市
霞
体
の
内
部
に
作
用

を
及
ぼ
す
活
動
、
或
い
は
広
く
全
国
・
海
外
を
対
象
と
す
る
活
動
に

関
す
る
要
素
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
均
質
な
資
料
に
乏
し
く
多
く
予

察
の
域
を
脱
し
な
い
。
た
だ
原
則
的
に
模
式
的
な
圏
構
造
を
く
ず
す

ノ
ン
ベ
イ
シ
ツ
ク
コ
エ
レ
メ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ツ
ク
コ
エ
レ
メ
ン
ト

非
基
本
的
要
素
の
解
析
に
当
っ
て
は
、
基
本
的
要
素
の
場
合
よ
り
も

は
る
か
に
過
去
と
未
来
、
す
な
わ
ち
時
代
の
流
れ
を
重
視
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク

ら
な
い
と
い
い
え
よ
う
。
換
淫
す
れ
ば
非
基
本
的
な
も
の
が
、
如
何

に
発
生
し
て
地
域
を
変
容
せ
し
め
た
か
と
い
う
史
的
考
察
と
、
今
後

そ
の
マ
チ
を
如
何
な
る
方
向
に
発
展
さ
す
べ
き
か
と
い
う
い
わ
ば
政

策
の
問
題
を
度
外
視
し
て
、
こ
の
翁
忌
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
、
江
戸
時
代
の
マ
チ
の
概
観
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
の
で
、

上
限
を
近
代
資
本
主
義
の
波
が
お
し
よ
せ
地
域
を
大
き
く
変
容
せ
し

め
る
直
前
で
あ
る
明
治
前
期
に
お
く
。
指
標
と
し
て
人
口
麿
度
と
一

部
の
マ
チ
の
通
婚
圏
を
と
夢
あ
げ
る
。
人
口
密
度
は
、
会
津
盆
地
農

村
部
は
有
租
地
一
方
キ
ロ
当
り
約
三
〇
〇
i
四
〇
〇
入
、
奈
良
盆
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

で
は
約
六
〇
〇
1
八
○
○
人
の
規
模
で
あ
り
、
畿
内
型
先
進
地
域
の

方
が
人
口
密
度
が
高
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
会
津
盆
地
の
方
が
若

松
・
喜
多
方
を
中
核
と
し
て
、
漸
次
粗
な
方
向
に
遷
移
し
、
圏
一
霞

が
明
瞭
で
あ
る
。
通
婚
圏
に
つ
い
て
は
、
両
盆
地
の
縁
辺
部
に
位
置

す
る
三
次
的
中
心
集
落
で
あ
る
桜
井
と
坂
下
の
壬
申
戸
籍
を
調
査
し

　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
た
に
す
ぎ
な
い
が
（
第
四
表
）
、
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
町
内
婚
が
桜
井

で
は
約
二
七
％
、
坂
下
で
は
約
四
六
％
と
な
り
、
ま
た
坂
下
は
隣

接
の
農
村
と
の
通
婚
関
係
が
多
く
、
次
第
に
盆
地
内
命
郡
に
お
よ
ん

で
い
る
が
、
桜
井
の
場
合
特
に
隣
接
農
村
と
関
係
が
多
い
と
は
い
え

ず
、
磯
城
郡
・
高
市
郡
な
ど
奈
良
盆
地
南
部
の
農
村
地
帯
に
一
様
に

桐
畑
関
係
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
坂
下
で
は
、
若
松
∴
軍
陣
・
喜

　　　　第4表の1

桜井の壬申戸籍による通婚圏
　　　　　　　　（婚入のみ）

分率件数先入婚

26．9

12．8

31．0

8．8

1．9

1．3

1．3

0．6

02．

2．7

6．3

1．5

4．7

129

61

149

42

X
6
6
3
i
1
3
3
0
7
2
3

桜　　　　　　井

旧　桜　井　町
ま二記以外の磯城郡

高帯郡（除八木）

八

奈

嵩

高

御

松

木

良

山

田

所

出

上記以外の県内

大　　　　　　阪

大阪以外の県外

479 100．0計

63　（369）



第4表の2

坂下の壬申戸籍による通婚圏
　　　　　　　　　　（婚入のみ）

蕾
分
率

t15S

12．0

6．2

5．4

3．7

3．9

4．1

3．4

3．2“

5．0

4．3

件
数
舜
84

@
3
5
3
1
幻
2
2
2
3
1
9
1
8
2
8
2
4

先入婚

562 100．0

坂　　　下

洗・鰯（八幡・若宮金上・広瀬）

上記以外の河沼郡

穴　沼　郡（高田）

耶摩郡（除纏川・喜多方）

会津郡（除若松）

高　　　田

川
方
松
外

　
多
　
　
地

下
喜
陰
湿

計

多
方
∴
塩
川
な
ど
の
盈
地
内
の
他
の
マ
チ
と
の
関
係
が
三
－
五
％
み

ら
れ
る
の
に
対
し
、
桜
井
に
関
し
て
は
奈
良
は
じ
め
盆
地
内
の
他
の

マ
チ
と
の
関
係
は
微
弱
で
あ
る
。
以
上
の
諸
事
実
か
ら
、
会
津
盆
地

の
坂
下
の
方
が
局
地
的
な
封
鎖
性
が
強
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
　
こ
こ
で
指
標
（
口
P
自
同
0
9
け
O
鴇
）
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
て
お
く
。
入

　
口
密
痩
や
通
婚
圏
な
ど
の
指
標
に
関
し
て
は
、
水
津
一
朗
氏
は
「
社
会
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ぶ
フ
オ
じ
ム
ロ
リ
シ
ヨ
ン

　
域
（
ω
O
鼠
鋤
犀
9
β
温
）
と
よ
ば
れ
る
元
来
、
均
質
地
域
に
関
す
る
指
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ド
ダ
ル
ロ
リ
ジ
ョ
ン

　
で
あ
っ
て
、
通
勤
圏
・
買
物
圏
な
ど
の
本
質
的
に
結
節
地
域
を
表
現
す

　
る
指
標
と
は
概
念
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
結
果
と
し
て

　
圏
状
の
も
の
が
描
か
れ
て
も
、
そ
れ
は
一
義
的
に
は
圏
構
造
で
は
な
い
」

　
と
主
張
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
指
標
を
吟
殊
せ
ず
に
乱
賄
用
し
、
重
ね
合
せ

　
て
蘭
を
設
定
し
た
り
、
地
域
区
分
を
行
っ
た
り
す
る
安
易
な
方
法
は
厳
に

　
い
ま
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
圏
構
造
を
し
ら
べ
る
に
際
し
て
、

　
最
も
本
来
的
に
結
節
地
域
を
表
現
す
る
指
標
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
ヂ
ア
ル
タ
ウ
ム

　
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
均
質
的
な
社
会
領
域
に
関
す
諸
指

　
標
（
例
え
ば
、
適
婚
圏
・
人
口
賓
度
・
土
地
生
産
力
）
に
よ
る
㎜
關
生
な
も

　
の
の
設
定
が
、
全
く
無
価
値
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
故

　
に
意
義
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
…
闘
構
…
造
が
地
域
構
造
の
す
べ
て

　
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
か
ら
門
圏
」
と
い
う
も
の
を
、
ア
プ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ

　
オ
リ
に
前
提
と
し
た
結
籔
的
な
指
標
に
よ
，
ら
ず
、
元
来
均
質
性
を
示
す
形

　
コ
マ
み
　
　
　
ゾ
チ
ア
ル
ワ
ウ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
式
的
な
社
会
領
域
を
ま
ず
設
定
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
圏

　
や
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

　
性
状
な
も
の
で
大
体
そ
の
地
域
の
結
節
性
を
判
断
し
、
し
か
る
後
に
、
結
節

　
性
を
示
す
指
標
を
用
い
て
鰯
構
造
の
分
析
を
進
め
る
方
が
妥
当
で
は
な
い

　
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
三
三
的
な
予
断
か
ら
生
じ
る
危
険
を
避
け
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ま
マ
ル

　
に
、
分
析
の
前
段
階
と
し
て
形
式
的
な
指
標
を
用
い
る
方
が
よ
い
と
思
わ

　
れ
る
。
殊
に
資
料
も
乏
し
く
結
節
性
も
少
な
い
古
い
時
代
の
關
の
理
解
に

　
は
、
「
こ
の
順
序
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

　
さ
て
本
論
に
測
り
、
対
周
辺
活
動
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
エ
リ
ア
を
歪

　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク
ロ
ェ
レ
メ
ン
ト

め
る
非
基
本
的
要
素
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
工
業
化
現
象
が
最
秀
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
歪
め
る
要
素
で
あ
る
事
は
、
ス
メ
イ
ル
ス
竜
主
張
し
た
通
り
で
あ

64　（370）



圏撰窒造とi也域翼潔遮（山量登）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
が
、
レ
ヅ
シ
ュ
も
指
摘
し
た
よ
う
に
工
業
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の

分
布
の
状
況
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
食
料
品
工
業
な

ど
消
費
地
指
向
性
の
強
い
工
業
は
、
ほ
ぼ
均
等
（
¢
巴
｛
O
励
ヨ
）
に
人
口
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

比
例
し
て
分
布
し
て
い
る
と
レ
ッ
シ
ュ
は
の
べ
て
い
る
。
彼
の
説
は

両
盆
地
の
工
業
に
つ
い
て
も
概
ね
適
用
さ
れ
、
不
均
等
（
郎
⇔
①
＜
Φ
⇔
）

な
分
布
を
し
、
従
っ
て
圏
構
造
を
歪
め
さ
す
も
の
は
生
産
財
工
業
で

あ
る
と
い
え
る
。
今
上
禰
二
八
年
の
工
業
調
査
に
よ
り
、
大
分
類
一
九

種
の
工
業
の
う
ち
奈
良
・
福
」
・
島
両
県
と
も
共
通
し
て
工
場
…
数
が
上
位

六
位
を
し
め
る
工
業
、
す
な
わ
ち
食
料
品
・
紡
織
・
木
材
木
製
贔
・

化
学
・
窯
…
業
及
び
土
石
・
機
械
製
造
の
六
工
業
種
を
と
り
あ
げ
、
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

島
陰
に
、
盆
地
内
全
人
口
を
従
業
者
数
で
除
し
た
数
値
を
算
出
し
た

（
第
五
表
）
。
　
そ
の
結
果
、
食
料
晶
工
業
は
、
各
市
郡
と
も
一
五
〇
人

乃
至
三
〇
〇
人
の
人
口
に
対
し
て
、
一
人
の
工
業
従
業
者
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
り
、
他
の
諸
工
業
よ
り
も
均
質
的
に
分
布
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
若
松
市
と
大
沼
郡
と
に
は
か
な
り
偏
差
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
若
松
市
に
工
場
が
集
積
し
て
い
る
た
め
で
、
若
松
市
と
大
沼

郡
を
な
ら
す
と
ほ
ぼ
平
均
規
模
に
な
る
。

次
に
木
材
・
木
製
贔
工
業
に
つ
い
て
い
う
と
、
奈
良
県
磯
城
郡
桜

井
の
製
材
、
会
津
若
松
の
漆
器
を
中
心
と
す
る
木
製
品
工
業
な
ど
の

第5表
機

械

製

造

窯
業
・
土
石

ガ
　
ラ
　
ス
・

化

学

木
　
製
　
副

木
　
　
材
・

紡

織

食
　
料
　
品

　　　入

　　931

！046

1036－5

　　864

2301

　　455

1667

30

R3

10

W1

　　入
636

767

3250

1963

1497

205

810

1144

2033

133

　　　人

3025

9583

57725

　　864

　　／07

　　345

　　99

　　515

3050

9714

　　89

下
戸
魏
9
2
餅
“
一

人
姐
4
3
瓢
鵬
8
3
3
0
4
7

79，

193

283

239

468

329

1259

　人
229

371

137

250

250

182

222

81

158

398

7ユ1

奈良市・添上郡

生　　駒　　郡

山　　辺　　郡

磯　　城　　郡

高　　市　　郡

罪土市・北葛城郡

南　葛　城　郡

若松市・北会津郡

耶　　摩　　郡

河　　沼　　郡

大　　沼　　郡

す灘∫簸綴鵠課蓋置製。芝歪繍触
場が少しないことを意味している。　（資料，昭和28年県統計）

全
国
的
に
有
名
な
特
塵
品
所
在
地
を
例
外
と
す
れ
ば
、
山
林
に
め
ぐ

ま
れ
て
い
る
会
津
盈
地
の
方
が
全
般
的
に
木
材
工
業
従
業
者
の
割
合

が
高
い
。
し
か
し
各
女
の
盆
地
内
で
は
ほ
ぼ
均
質
的
に
分
布
し
て
い

る
と
み
な
し
得
る
。
い
わ
ば
食
料
贔
・
木
材
木
製
品
の
二
工
業
は
周

　
　
　
　
　
　
　
ペ
イ
シ
ツ
ク
ロ
ア
ク
テ
イ
ヴ
イ
テ
イ

辺
に
対
す
る
都
市
の
基
本
的
活
動
と
抵
と
ん
ど
背
馳
し
な
い
工

65　（371）



…
菓
種
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
の
四
種
の
工
業
は
偏
差
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ツ
ク
コ
ア
ク
テ
イ
ヅ
イ
テ
イ

著
し
く
、
安
定
し
た
圏
構
造
を
歪
め
る
都
市
の
非
基
本
的
活
動
の

大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
イ
シ
ヅ
ク
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ペ
イ
シ
ヴ
ク

　
　
も
ち
ろ
ん
、
工
業
が
基
本
的
要
素
か
非
基
本
的
要
素
の
い
ず
れ
で
あ
る

　
か
は
、
大
分
類
に
よ
っ
て
は
決
定
し
が
た
い
。
例
え
ば
食
料
品
工
業
の
中

　
に
は
、
国
際
的
な
市
場
を
も
つ
「
か
ん
づ
め
仙
工
業
も
あ
れ
ば
、
極
め
て

　
　
ロ
ー
カ
ル
な
需
要
を
み
た
す
に
す
ぎ
な
い
地
酒
の
製
造
所
も
あ
る
の
で
あ

　
り
、
厳
密
を
期
せ
ば
各
屋
宇
毎
に
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

　
　
一
般
酌
に
考
え
て
、
食
料
晶
工
業
や
木
製
品
工
業
が
、
化
学
工
業
や
機
械

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
イ
シ
ヅ
ク
　
エ
レ
メ
ン
ト

　
器
具
エ
業
よ
り
、
都
市
の
基
本
的
要
素
と
一
致
す
る
事
は
首
肯
し
え
よ
う
。

　
な
お
更
に
具
体
的
に
工
場
分
布
状
態
を
み
る
た
め
に
、
資
料
は
や

や
古
く
な
る
が
、
昭
和
二
五
年
の
「
工
場
通
覧
」
を
用
い
て
旧
市
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

単
位
に
工
業
種
別
に
工
場
数
を
表
示
し
た
（
第
六
表
）
。
そ
の
結
果
、

会
津
盆
地
で
は
木
材
工
場
、
奈
良
盆
地
で
は
紡
績
工
場
が
卓
越
す
る

が
、
食
料
晶
工
場
が
最
も
人
口
数
に
比
例
し
て
均
等
に
分
布
し
、
次

い
で
、
若
松
・
桜
井
の
特
殊
鋼
を
除
外
す
れ
ば
、
木
材
工
場
が
普
遍

的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
金
属
・
機
械
・
化
学
工
業
は
極
め

て
偏
在
し
、
殊
に
会
津
盆
地
で
は
そ
の
発
達
が
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
工
業
特
に
畑
鼠
財
工
業
は
安
定
し
た
圏
構
造
を
歪

　　　　第　6　衷　　・

5人以上の従業者を有する工場数

合
私計

そ
の
他

食
　
料

木
製
重

土1繊

維石

化
学
．

機
　
械

金
　
属

8
2
5
7
9
9
3
5
9

7
り
0
2
　
　
1
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

7
6
3
7
4
5
2
7
5

Q
り
5
4
　
4
1
1
　
2

（
》
り
D
　
　
　
1
2
1

2

！6

S
3
3
1
1
3
1
2

6
4
2
2
9
　
3
1

32
Q1
R0

V
6
3
1
0
3

4
　
　
　
　
1

17
P0

S
2
4
1
6

2
0
◎
り
0
　
0
0
　
　
り
ρ
　
2
1

1
5
6
1
　
　
2
1
　
　
　
　
1
1

良
田
山
井
所
寺
際
本
理

　
　
　
　
　
　
　
原

奈
高
郡
桜
御
王
概
田
天

0
5
7
　
只
）
8
凸
0

ρ
D
　
　
　
　
　
　
　
－

n
◎
8
7
　
7
0
5

7
　
　
　
　
　
1
0
Q

3

3

25

P
　
5
9

23

P
6
8
9
3

5

4
1
1

4
ρ
U

1

り
Q
　
　
1
　
　
　
　
1

7

4

8

2
1

二
郷
閏
下
方
淵

　
　
　
　
多

若
本
高
坂
喜
塩

（昭和25年，エ場通覧による）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク

め
る
大
き
な
要
因
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
非
基
本
酌
な
工
業
を
重

要
度
に
応
じ
て
成
立
過
程
と
、
現
在
そ
の
工
業
に
つ
い
て
の
物
の
動

き
と
人
の
動
き
と
の
圏
一
層
齢
す
れ
ば
原
料
・
製
品
の
取
引
流
通

圏
と
工
場
従
業
者
の
通
勤
圏
i
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業

　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク
ニ
お
レ
メ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ツ
グ
コ
ア
ク
テ
イ
ヴ
イ
ナ
イ

と
い
う
非
基
本
的
要
素
が
、
対
糊
辺
活
動
と
い
う
略
本
的
活
動
を

お
か
し
て
、
圏
を
歪
め
る
プ
ロ
七
ス
が
理
論
的
に
は
把
握
で
き
よ
う
。
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隅溝造と地域構造（1⊥1澄）

七

　
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
把
握
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
会
津
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

方
で
は
若
松
市
が
中
心
と
な
り
、
「
若
松
市
の
工
場
誘
致
基
本
資
料
」

と
し
て
昭
和
二
九
年
に
精
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

盆
地
内
外
の
物
資
の
動
き
を
検
討
す
る
。
ま
ず
会
津
盆
地
の
昭
和
二

五
年
度
の
生
産
量
と
輸
送
量
と
を
表
示
す
る
（
第
七
表
）
。
第
七
表
に

よ
る
と
、
鉄
道
に
よ
る
輸
送
量
が
九
八
万
ト
ソ
で
あ
る
の
に
対
し
、
自

動
車
に
よ
る
輸
送
量
は
二
七
万
ト
ソ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
輪
送

範
囲
も
ほ
と
ん
ど
会
津
盆
地
内
に
限
定
さ
れ
、
若
松
市
を
発
送
地
ま

た
は
到
着
地
と
す
る
貨
物
自
動
車
輸
送
量
の
う
ち
、
九
三
％
が
盆
地

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

内
と
交
流
し
て
い
る
。
　
ま
た
輸
送
機
三
山
の
輸
送
品
霞
を
み
て
み

る
と
（
第
八
表
）
、
第
一
位
は
共
に
木
炭
で
あ
る
が
、
自
動
車
の
方
が

　
　
ベ
イ
シ
ッ
ク

よ
り
基
本
的
な
物
資
を
輸
送
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク

　
従
っ
て
、
盆
地
内
に
非
基
本
的
な
物
資
の
動
き
を
み
る
た
め
に
は

鉄
道
貨
物
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
国
鉄
若
松
駅
と
西
若
松
駅
の
貨

物
を
発
着
地
別
に
集
計
す
る
と
、
福
島
県
内
を
対
象
と
す
る
発
送
量

は
全
体
の
ニ
ニ
％
、
到
着
量
は
二
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
県
外
で
は

東
京
と
の
関
係
が
大
で
（
約
一
五
％
）
、
東
北
諸
県
と
の
関
係
（
各
県

五
％
以
下
）
は

比
較
的
う
す

い
。
盆
地
内

の
貨
物
交
流

は
自
動
車
に

よ
る
も
の
が

多
く
、
鉄
道

貨
物
は
発
送

に
つ
い
て
は

全
体
の
七
・

五
％
、
到
着

に
つ
い
て
は

　　　　　　　第　7　表

昭和25年廣の会津地域に於ける生産璽と輸送鐙
　　　　　　　　　　　　　　　（単位！0，000屯）

全
　
　
体

福
島
県

計

南
会
津
郡

55．41

36．35

482．51

221．91

　　3．16

11．49

1．64

若北耶河大
　／x

綿1細沼
市郡郡郡郡

43．92

34．71

生　産　計

国鉄到煎’

船舶移入

5Z！2

4．85

2．26

27．50

435．32

　　2．66

44．42

　　5．07

97．40

11．79

1．44

6．11

45．33

4．85

0．S2

21．39

国鉄発送
船舶移出

私鉄輸送
団営自動車

民営自動車

七
・
四
％
を
し
め
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
輸
送
物
資
は
木
材
が
過
半
数

を
し
め
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
最
も
重
要
な
貨
物
で
あ
る
木
材
∵
木
製
品
を
と
り
あ
げ

て
み
る
。
会
津
若
松
駅
の
場
含
は
、
原
木
は
主
と
し
て
福
島
県
内
か

ら
の
到
着
で
あ
り
、
不
図
製
材
は
東
京
が
最
も
多
い
発
送
元
で
あ
り
、

福
島
県
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
そ
の
他
で
は
兵
庫
県
か
ら
の
パ
ル

プ
移
入
が
最
も
多
く
、
六
八
九
ト
ソ
に
及
ぶ
。
発
送
で
は
、
原
木
の
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第8表
（単位1，000屯）会津地域に於ける輸送機関別主要輸送品目

道鉄

（国 鉄）

車動自

計自家用関係
貨物自動車

営　　業　　用　　車
日本通運及び
会津若松運送

会津合同貨物

32
曲
材

米
木

57

@
　
3
2
5
3
2
5

薪

木　炭
鉄鉱石
硫化鉱

　米　　15
木　　材ユ54

酬欄52
13

P1

@
1
4
　
1
1

　
炭
の
贔
三

筆
見
料

　
木
そ
原
肥

木　材102
蕩材及藏・・

セメント

　薪

疏榮類
木　炭
その他の

食料品
6

0
　
　
7
　
　
4

4
　
　
！

材
び
利
ト

　
及
　
　
ン

　
材
　
　
メ

木
石
砂
セ

4
3
2

　
厚
葉

薪
　
　
魚

　
木
鮮

米 11

木　　材　11

肥　　料　10

その他の

食料品
麦類その
他の粉類

6

5

鮮魚介類　5

主
　
　
要
　
　
貨
　
　
物

570全貨物全貨物105i全貨物901全貨物3831全貨物580

昭和25年度〃25年度〃26年度昭和25年度

四
八
コ
口
ト
ソ
の
う
ち
福
島
県
内
に
一
六
一
一
ト
ソ
、
栃
木
県
に
一

＝
七
ト
ソ
、
新
潟
県
に
七
．
一
〇
ト
ソ
と
い
う
順
序
に
な
り
、
不
工

製
材
で
は
、
九
三
九
ト
ソ
中
、
二
七
四
ト
ソ
が
東
京
へ
、
二
三
三
ト

ソ
が
茨
城
q
県
へ
、
　
一
〇
〇
ト
ソ
が
埼
玉
県
へ
と
移
｛
出
さ
れ
、
ま
た
そ

の
他
の
木
製
品
で
は
、
神
奈
川
の
三
八
ニ
ト
ソ
が
最
も
多
く
、
ほ
と

ん
ど
全
部
が
漆
器
生
地
で
横
浜
へ
向
け
て
移
出
さ
れ
る
。

　
次
に
各
種
鉄
道
貨
物
の
市
場
範
囲
を
示
す
指
標
と
し
て
、
鉄
道
貨

物
の
一
ト
ソ
当
り
の
輪
送
キ
ロ
を
と
り
あ
げ
る
。
発
送
貨
物
の
一
ト

ソ
当
り
の
輸
送
キ
ロ
が
大
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
そ
の
販
売
市
場
が

広
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
到
着
貨
物
の
一
ト
ン
当
り
の
輸
送
キ
μ

が
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
の
生
産
条
件
又
は
消
費
条
件
が

不
利
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
発
送
貨
物
の
う
ち
で
、

　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
場
範
囲
が
全
国
平
均
よ
り
屯
大
き
い
も
の
は
、
薪
（
若
松
三
一
一
一
六
キ

ロ
ー
全
国
二
四
〇
キ
μ
…
以
下
同
様
）
米
　
（
二
六
六
一
二
五
四
）
　
田
木
物
（
八

八
九
－
七
三
一
）
・
葉
た
ば
こ
（
八
九
四
一
四
二
一
）
な
ど
で
あ
り
、
会

津
盆
地
の
重
要
貨
物
で
あ
る
木
材
（
二
四
〇
一
四
三
一
）
・
酒
（
二
〇
八

一
四
二
一
一
）
・
み
そ
（
一
八
三
⊥
一
西
二
）
な
ど
は
国
鉄
全
国
平
均
に
比

し
て
市
場
範
囲
は
狭
い
。
一
方
到
着
貨
物
は
、
石
炭
・
コ
ー
ク
ス
・

石
材
・
塩
久
・
大
豆
・
飼
料
・
塩
・
セ
メ
ン
ト
・
小
麦
一
粉
の
九
品
巨
以
外
門
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圏構造と地域構造（山澄）

の
大
部
分
の
貨
物
品
目
の
輸
送
距
離
は
全
国
平
均
よ
り
も
短
か
く
、

輸
送
費
の
負
担
が
少
な
い
と
い
う
利
点
は
あ
る
が
、
産
業
に
ロ
ー
カ

ル
な
色
彩
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
最
後
に
若
松
市
の
各
種
製
造
工
業
の
生
産
額
と
販
路
を
表
示
す
る

（
箪
九
表
）
。
　
製
造
工
業
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
関
東
市
場
へ
の
二
五

％
を
除
け
ば
、
大
部
分
が
市
内
と
県
内
向
け
の
製
造
で
あ
る
。
関
策

及
び
関
西
向
け
の
商
品
を
製
造
し
て
い
る
業
種
は
、
木
材
木
製
品
・

紙
及
び
紙
製
品
・
運
輸
機
械
器
具
製
造
工
業
で
あ
り
、
最
大
の
生
産

額
を
有
す
る
食
料
口
m
工
業
は
市
内
と
県
内
で
七
五
％
を
し
め
て
、
関

東
市
場
に
二
〇
％
出
荷
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
位
の
生
産
額

を
有
す
る
木
材
・
木
製
晶
工
業
に
つ
い
て
は
、
市
内
・
県
内
に
五
五

％
、
関
東
市
場
に
三
〇
％
、
輸
出
に
一
〇
％
む
け
ら
れ
て
い
る
。
運

輸
機
械
器
具
製
造
工
業
の
内
容
は
製
車
で
あ
り
、
関
東
市
場
へ
七
五

％
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
以
上
若
松
市
の
工
業
は
木
材
木
製
品
・
製
箪
・

漆
器
な
ど
少
数
の
特
殊
な
も
の
を
除
け
ば
、
地
方
市
場
を
対
象
と
し
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ッ
ク

た
工
業
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
な
基
本
的
な
圏
構
造
を
歪
め
る
要
素
と

は
な
っ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
な
お
今
後
木
材
・
木
製

品
以
外
は
市
場
が
拡
大
さ
れ
る
希
望
は
あ
ま
り
も
た
れ
な
い
。

　
会
津
盆
地
の
他
の
中
心
集
落
に
つ
い
て
は
、
喜
多
方
に
昭
和
電
工

松市の工業生産額と販売先第9表
販 売 仕 向 地

納顔轟酬関西北瀧t酬舗薫蒸％
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総　　　　数 427，937 100．0 45．0 20．0 5．0 25．0 2．0 ユ．5 L5 100．O

食　料　　晶 195，046 45．6 45．O 30．0 5．0 20．0 0．0 100．0

紡　　　　織 11，579 2．7 55．0 35．0 10．0 100．O

織物製品 2，096 0．5 ユ00．O

製材木製品 63，319 14．8 50．0 5．0 3．0 30．0 5．0 2．0 10．0 100．0

家異及建具 4，756 1．1 40．0 15．0 10．0 15．0 4．0 10．0 1．0 100．0

紙・紙製「鴇 2，109 0．5 15．0 0．0 85．0 100．0

印掃珪・出版 740 0．1 65．0 35．0 100．0・

化　　　　学 18，388 4．3 40．0 玉5．0 15．0 20．0 10．0 100．0

石油石炭製i霧1

ゴ　　　　　　　ム

轣@　　　革 80．0 10．0 10．0 100．0

土石・ガラス 3，322 0．8 45●0 55．0 100．0

金　　　　属

金属製品 32，538 7．5 45．0 15．0 3．0 15．0 2．0 20．0 100．O

機　　　　械 15，140 3．5 80．0 15．0 5．0 100．0

電気機械器具 940 0．2 80．0 15．0 5．0 100．0

運輸機械器具 1，816 0．4 0．0 20．0 5．O 75．0 100．0

そ　　の　他 76，152 17．8 55．0 10．0 5．0 20．0 5．0 0．0 5．0 100．0

（昭和28年市勢要覧及び商二1：：業実態調査による）
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嘉
多
方
工
場
が
あ
り
、
千
人
以
上
の
従
業
員
を
有
し
て
近
代
的
に
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ッ
ク

料
を
大
量
生
産
し
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
基
本
的
な
圏
構
造
を
歪
め

て
い
る
か
は
明
き
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
以
外
は
何
ら
注
目
す
べ
き
工

場
は
盆
地
内
に
は
み
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
従
業
員
も
九
九
％
以
上
盆

地
内
よ
り
通
勤
し
て
お
り
、
会
津
盆
地
に
お
い
て
は
「
工
業
」
と
い

う
圏
構
造
を
歪
め
る
要
素
の
発
達
は
極
め
て
未
熟
で
、
安
定
し
た
圏

購
造
が
比
較
的
よ
く
ま
と
ま
っ
て
、
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
奈
良
盆
地
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
奈
良
盆
地
で
は
、

ど
の
中
心
集
落
を
と
り
あ
げ
て
も
物
資
の
輸
送
経
路
は
複
雑
で
、
到

底
会
津
盆
地
の
よ
う
な
統
計
は
と
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
会
津
盆
地

に
比
較
し
て
、
は
る
か
に
盆
地
外
と
の
物
資
の
交
流
は
さ
か
ん
で
、

　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ツ
ク

工
業
が
安
定
し
た
基
本
的
な
圏
構
造
を
歪
め
る
度
合
は
極
め
て
大
き

い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。

　
奈
良
盆
地
に
つ
い
て
は
物
資
の
発
着
に
関
し
て
は
調
査
し
え
な
い

が
、
成
田
孝
三
氏
は
、
事
業
所
統
計
（
昭
和
二
九
年
）
を
資
料
と
し

て
、
製
造
業
を
対
内
活
動
・
対
周
辺
活
動
・
広
域
活
動
に
わ
け
て
分

　
　
　
　
　
⑰

析
を
行
な
っ
た
（
但
し
、
奈
良
市
は
研
箆
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
）
。

今
そ
の
結
果
を
借
用
し
て
説
明
す
る
（
第
一
〇
衷
）
。
対
外
、
活
動
に
従

事
す
る
製
造
業
従
業
者
の
全
事
業
所
従
業
員
に
対
す
る
比
率
が
、
三

　　　第　10表

工藁従榮者の対地域別機能

D　1　，q，，，

　　　　　D％

　　　　　］

10735　I
　　　　　I

s144　1

6421　I
　　　　　l

5531

4755　！
　　　　　t

3146　1

3697　1

1733　1

29．6

32・　．8

6．8

27．9

12．8

2・　6．0

18．5

8．0

CBA

二
二
継
9
8
脚
6
1
2
！
5
0

234

224

93

83

93

130

8LI，

43

3181

2665

439

1548

612

817

6g1

139

高田
郡山
天理
桜井
櫨原
御所
量減
田原本

A：広域活動に従事する工業従業潜
B：対周辺活動に従事する工業従業者
C：対内活動に従事する引墨従業者
D：全事業業所従業者

（昭和29年事業所統計を成田孝三氏が整埋
されたものによる）

○
％
を
こ
え
る
も
の
に
郡
山
、
二
〇
一
三
〇
％
に
は
高
田
・
桜
井
・

御
所
、
一
〇
i
二
〇
％
に
は
王
寺
・
橿
原
が
あ
げ
ら
れ
、
田
原
本
・

天
理
は
工
業
の
広
域
活
動
は
弱
く
一
〇
％
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
工

業
の
広
域
活
動
の
さ
か
ん
な
郡
山
は
大
臼
本
紡
績
郡
山
工
場
、
高
田

は
同
高
田
工
場
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
紡
織
業
の
町
で
あ
り
、
桜
井

は
木
材
の
町
と
し
て
広
く
全
国
的
な
市
場
を
有
し
、
他
に
広
域
活
動

を
強
く
行
っ
て
い
る
も
の
に
亀
山
製
糸
桜
井
工
場
な
ど
が
あ
る
。
御

所
の
対
外
活
動
の
う
ち
、
四
七
％
は
メ
リ
ヤ
ス
業
を
主
と
す
る
紡
織
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繍構叢と地域構造（1！1澄）

業
で
し
め
ら
れ
、
ま
た
絶
対
数
で
は
少
な
い
が
比
率
で
は
御
所
と
ほ

ぼ
等
し
い
対
外
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
王
寺
の
製
造
業
は
、
日
本
ア

ス
ベ
　
ス
ト
王
崇
M
工
場
げ
か
主
体
ン
し
な
っ
て
い
“
Q
。

　
こ
の
よ
う
に
奈
良
県
の
工
業
の
特
徴
は
、
重
工
業
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
ず
、
繊
維
工
業
が
主
で
、
し
か
も
単
一
業
種
の
し
め
る
割
合
が

大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
圏
構
造
を
歪
め
る
に
値
す
る
上
記

の
大
工
場
は
大
都
市
資
本
に
直
接
つ
な
が
っ
て
お
り
、
桜
井
の
製
材

業
を
除
け
ば
、
自
然
的
立
地
条
件
に
は
特
別
有
利
な
条
件
は
な
く
、

低
廉
豊
富
な
労
働
力
に
牽
引
さ
れ
て
立
地
し
て
お
抄
、
そ
の
他
の
中

小
工
場
も
大
都
市
資
本
に
従
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
盆
地
に
土
着
し

た
（
σ
a
Φ
霧
感
巳
蒔
）
工
業
は
少
な
く
、
近
接
し
て
い
る
大
阪
の
大
資

本
を
媒
介
と
し
て
、
広
く
全
国
市
場
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
以
、
上
、
全
く
異
質
の
資
料
に
よ
っ
た
た
め
、
具
体
的
な
比
較
研
究

は
な
し
え
な
い
が
、
会
津
盆
地
の
工
業
は
多
く
地
元
の
原
料
に
牽
引

さ
れ
て
い
る
木
材
木
製
品
工
業
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

奈
良
盆
地
の
場
合
は
、
紡
織
業
を
主
と
す
る
大
都
市
資
本
に
従
属
し

て
い
る
工
業
が
有
力
で
あ
る
。
従
っ
て
盆
地
内
の
完
結
し
た
圏
構
造

を
歪
め
る
立
合
は
、
は
る
か
に
奈
良
盆
地
の
工
業
の
方
が
大
き
い
と

結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
、

八

　
圏
を
歪
め
る
第
二
の
要
素
と
し
て
と
り
あ
げ
た
住
宅
地
化
に
よ
る

通
勤
現
象
に
つ
い
て
屯
同
様
な
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
奈
良
盆
地

に
お
い
て
は
、
郊
外
電
車
の
発
達
に
よ
り
、
急
速
に
大
阪
メ
ト
ロ
ポ

ー
ル
へ
の
通
勤
者
が
増
加
し
、
次
第
に
マ
チ
の
機
能
を
変
容
せ
し
め

つ
つ
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
の
国
勢
調
査
に
附
帯
し
て
実
施
さ
れ
た
調

査
に
よ
り
、
県
外
通
勤
者
（
そ
の
う
ち
九
五
％
以
上
は
大
阪
府
へ
の
通
勤

者
）
の
人
貫
を
表
示
し
た
（
第
＝
表
）
。
そ
の
結
果
全
人
口
と
の
比

率
を
考
慮
す
る
と
、
王
寺
と
橿
原
に
通
勤
化
現
象
が
進
捗
し
、
高
田
・

郡
山
・
田
原
本
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
第
一
一
表
に
参
考
の
た
め

示
し
た
昭
和
五
年
国
勢
調
査
の
数
値
と
比
較
し
て
、
如
何
に
増
加
し

て
い
る
か
が
う
か
が
え
よ
う
。
今
後
、
ま
す
ま
す
対
大
阪
へ
の
通
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ツ
ク
サ
ア
ク
テ
イ
ヴ
イ
テ
ィ

化
現
象
は
増
加
し
、
マ
チ
の
対
周
辺
の
基
本
的
活
動
を
歪
め
て

い
く
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
会
津
盆
地
に
つ
い
て
は
正
確
な
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
国
鉄
会
津
若
松
・
西
若
松
・
七
日

町
三
駅
（
以
上
着
松
市
）
と
喜
多
方
駅
の
昭
和
三
｝
二
年
の
定
期
利
用
調

　
　
　
　
⑱

査
に
よ
っ
た
。
そ
の
結
果
会
津
鷲
松
市
に
お
い
て
は
、
盈
地
外
か
疹
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第ユ1

昭和5年の対大
阪通勤灘学春
人劃。　ef＊　e／e

42．8

4．8

27．0

2．2

昭和30年
の県外へ
の通勤春

一
　
姐

　
　
5

686

66

217

10

60
@
一

2

7109

1465

1084

620

640

1361

420

1158

267

良
隣
摂
理
井
原
所
寺
本
・

，
奈
高
郡
天
桜
橿
御
王
田

＊昭和5年の対大阪通勤通学者の蜜語市町

村への通勤通学者に対する比率。

（ただし，同園勢調査には，大阪市各区内

へ10人未満のものは表示されていないの

　で，正確なものではない。）

の
通
勤
者
は
、
郡
山
方
面
よ
リ
ニ
八
名
、
新
潟
県
方
面
よ
り
六
名
、

喜
多
方
市
に
つ
い
て
は
、
郡
山
方
面
か
ら
二
名
、
新
潟
県
方
面
か
ら

三
豊
に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
さ
し
仕
え
な
い
。
な
お
盆
地

外
へ
の
通
勤
・
通
学
者
数
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
市
役
厨
で
の
き
き

と
り
に
よ
っ
て
極
め
て
少
数
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ
た
。

ま
た
会
津
盆
地
の
場
合
、
バ
ス
・
自
転
車
に
よ
る
通
勤
者
が
相
当
多

数
に
の
ぼ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
盆
地
内
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
会
津
盆
地
で
は
奈
良
盆
地
と
異
な
り
、
盆
地
の
中
心
都
市
若
松
市

へ
の
通
勤
者
は
、
盆
地
内
各
地
に
於
て
漸
増
し
て
い
る
と
は
い
え
、

若
松
市
を
奮
め
た
盆
地
内
各
市
町
村
の
性
格
や
機
能
に
大
き
な
変
化

を
与
え
て
は
い
な
い
し
、
今
後
も
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
圏
を
歪
め
る
要
素
と
し
て
と
り
あ
げ
た
行
政
に
関
し
て
は
、

両
盆
地
の
場
合
、
圏
を
歪
め
る
要
素
と
し
て
は
作
用
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
「
行
政
」
機
能
は
、
多
く
の
場
合
、
対
周
辺
の
サ
ー
ヴ
ィ

ス
機
能
と
一
致
す
る
。
し
か
し
特
殊
な
場
合
、
例
え
ば
江
戸
時
代
や

明
治
期
の
行
政
中
心
（
例
え
ば
郡
役
所
）
の
伝
統
が
今
に
残
さ
れ
て
、

現
在
マ
チ
自
体
は
衰
え
て
い
て
も
、
行
政
官
署
が
設
概
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
場
合
、
或
い
は
何
か
の
事
情
に
よ
り
、
高
等
学
校
が
都
市
度

の
小
さ
い
マ
チ
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
歪
み
を
起
す

要
因
と
し
て
無
視
し
え
な
い
。

　
な
お
他
に
も
種
々
な
歪
み
を
起
す
重
要
な
要
素
i
例
え
ば
奈
良

に
お
い
て
は
観
光
…
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
地
域

の
特
性
に
応
じ
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

げ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
イ
シ
ヴ
ク

　
最
後
に
安
定
し
た
基
本
的
な
圏
構
造
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
諸
要
因

相
互
が
、
如
何
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

し
か
し
こ
れ
を
論
じ
る
に
は
、
よ
り
詳
細
な
事
例
研
究
が
必
要
な
の

で
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。
今
後
曜
、
チ
が
ど
の
よ
う
に
近
代
化
発
展
を

と
げ
る
べ
き
か
と
い
う
将
来
へ
の
方
針
に
よ
っ
て
、
諸
要
素
の
重
要
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圏構造と地域構造（1封澄）

性
が
大
き
く
支
配
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

九

　
以
上
を
要
約
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。
会
津
盆
地
と
奈
良
盆
地
と

い
う
比
較
に
好
適
な
二
地
域
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
ま
ず
中
心
集
落

　
　
　
　
　
ア
じ
バ
ニ
テ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ベ
イ
シ
ツ
ク
サ

の
総
合
的
な
都
市
度
を
考
え
、
　
そ
れ
と
本
来
の
圏
構
造
の
基
本
的

ツ
ア
ク
ダ
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ト
ヲ
リ
チ
イ

要
因
で
あ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
能
を
主
と
す
る
中
心
性
と
の
く
い
違

　
　
　
　
　
　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク
ら
エ
レ
メ
ン
ト

い
一
す
な
わ
ち
非
基
本
的
要
素
に
よ
る
歪
み
を
考
え
る
。
次
に

　
　
ノ
ン
ベ
イ
シ
ッ
ク
の
エ
レ
メ
ン
ト

こ
の
非
基
本
的
要
素
を
歴
史
的
形
成
過
程
を
重
視
し
な
が
ら
、
重

要
度
に
応
じ
て
分
析
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
シ
ッ
ク

　
こ
の
よ
う
な
手
続
き
、
す
な
わ
ち
基
本
的
な
対
周
辺
活
動
か
ら
、

次
第
に
ふ
る
い
わ
け
て
い
く
、
い
わ
ば
「
ふ
る
い
わ
け
浮
き
彫
の
法
」

と
で
も
い
う
べ
き
操
作
に
よ
っ
て
、
地
域
構
造
の
主
要
な
骨
組
み
は

か
な
り
明
確
に
さ
れ
得
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
圏
構
造
の
分
析
に
よ
っ
て
、

地
域
構
造
の
す
、
へ
て
が
解
明
さ
れ
う
る
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
地

域
構
造
を
ア
ル
フ
一
，
か
ら
オ
メ
ガ
ま
で
解
き
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能

な
課
題
で
あ
り
、
基
本
的
骨
組
み
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
こ
と
は
大

き
な
意
義
が
あ
ろ
う
。
更
に
こ
の
よ
う
な
操
作
を
繰
返
す
う
ち
に
、

部
分
地
域
の
根
心
関
係
も
闘
接
的
に
浮
き
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、

多
く
の
地
域
を
類
型
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
地

域
性
」
と
い
う
も
の
の
尺
度
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
も
、
理
論
的
に
は

不
可
能
で
は
な
い
。

　
以
上
地
域
を
要
素
に
分
解
し
た
が
、
次
に
綜
合
し
て
、
如
何
に
地

域
が
積
分
的
統
一
体
で
あ
る
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙

数
の
闘
係
で
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

①
例
え
ば
∪
●
≦
ぽ
上
江
Φ
。
。
①
団
”
↓
び
①
園
①
α
⇒
δ
P
鎮
O
o
β
o
Φ
》
け
節
昌
α
昏
Φ

　
図
①
α
q
δ
⇔
鉱
鼠
Φ
9
0
斜
お
鐙
・
貯
、
．
跨
鑓
①
臨
o
p
μ
0
8
ひ
Q
舜
冨
莞
占
暑
①
箕
。
巳
畷

　
”
⇔
鳥
℃
8
の
勺
①
9
．
．

②
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
村
田
喜
代
治
門
地
域
論
に
お
け
る
問
題
点
…

職
．
諺
ヨ
①
ユ
O
効
跡
○
①
O
σ
q
戦
P
唱
財
団
、
、
へ
の
一
批
判
」
（
『
地
理
学
評
論
』
第
蟹
＝

　
巻
第
四
号
〔
昭
三
三
〕
）
。

　
水
津
一
朗
「
地
域
論
の
機
能
主
義
的
展
門
馬
（
『
地
理
学
評
論
』
第
三
一

　
巻
第
一
〇
号
〔
昭
三
三
〕
）
。

③
芝
●
0
げ
δ
窮
臣
Φ
ご
∪
δ
N
魯
け
鴇
巴
撃
9
8
ぼ
ω
⇔
＆
窪
富
。
げ
狂
昌
“
出
貯
①

α
脚
。
⇔
o
鑓
δ
0
7
σ
q
Φ
o
σ
q
壁
O
財
。
。
o
財
Φ
d
艮
①
誘
琴
ロ
¢
誹
σ
q
転
げ
2
α
一
Φ
O
o
ω
霧
甲

巨
蝉
聾
α
q
醤
。
冨
鳥
費
く
興
酵
位
ε
昌
σ
q
自
”
◎
ω
蘇
α
寓
ω
o
げ
Φ
昌
団
儒
艮
9
0
ゆ
お
Q
。
Q
。

④
≦
．
○
貯
尻
3
匿
二
〇
器
○
讐
ロ
α
α
q
㊦
慈
の
酔
傷
興
構
ぎ
琶
ぽ
冨
β
○
場
祭

け
餌
嵩
α
q
ぼ
濁
。
畦
8
簿
季
・
ミ
N
書
ミ
，
蝋
ミ
Q
鳴
＆
｝
・
．
§
偽
壊
●
送
亀
．

⑤
　
こ
の
立
場
の
学
史
的
…
展
望
に
つ
い
て
、
石
水
照
…
雄
が
『
都
市
問
題
』
四

　
八
巻
三
号
及
び
九
号
に
小
論
を
寄
せ
て
い
る
。

⑥
椴
武
薇
筒
．
田
本
製
村
の
社
会
的
性
格
』
昭
二
三
。
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⑦
鷲
谷
敏
之
蝋
．
徳
辮
時
代
に
鴬
け
る
農
業
経
贈
の
譲
類
綱
…
謡
昭
一
六
。

　
堀
注
英
一
㎝
、
鍛
建
祉
ム
晒
に
お
け
る
資
本
の
潜
在
形
態
』
　
（
社
会
構
成
史

大
系
）
昭
二
五
。

⑧
山
閏
勝
次
郎
脚
、
米
と
繭
の
経
済
欝
造
』
昭
一
七
。

　
　
な
お
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
最
近
黒
崎
千
晴
氏
が
こ
の
問
題
に
関
し

　
て
試
論
を
旧
提
起
し
て
い
る
（
黒
崎
「
歴
史
地
理
学
に
“
4
0
け
る
発
展
的
類
型

　
に
つ
い
て
」
新
地
理
七
巻
二
号
昭
三
三
）
。

⑨
そ
の
代
表
的
な
研
究
を
二
、
三
あ
げ
れ
ば
、

聞
・
晦
●
切
量
8
質
↓
。
護
あ
器
潟
q
桟
巴
の
興
鼠
8
0
①
§
Φ
話
，
≧
μ
回
巳
①
メ

。
囲
○
Φ
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鑓
ロ
受
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び
ω
O
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鼠
巴
遡
。
暁
○
お
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8
8
ω
o
筥
興
ω
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酔
　
寧
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織
蕊
馴

ミ
誉
誠
ミ
ミ
ミ
鳴
越
ミ
奪
絵
弓
窃
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lishment　of　capitalism　in　Japan　the　parasitic　landlord　system　stil　l

remained　semifeudallstic　land－holding　in　agriculture；　and　how　was

the　formation　of　capitalism　proceeding　in　connection　with　that　of　the

pftc　rasitic　landlord　system　at　the　end　of　the　Shogunate　or　in　the　former

period　of　Meij’i　as　a　period　of　the　rising　capitalism　？

　　To　study　this　problem，　this　article　centered　on　the　development　of

£armer’s　management，　the　most　fundamental　economic　process，　though

many　excellent　studies　on　this　subject　have　already　published．

Constructions　of　Concentric　ZoRe　and　Region

　　　Nara　and　Aizti（i奈良，会津：）Basins　as　examPles

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Hajime　Yamazumi

　　In　recent　years　many　geographical　studies　begin　to　center　in　a

reg－ional　study　on　the　basis　Of　concentric－construction　which　has　a

centra1　place　as　a　core．

　　This　ac　rticle，　on　the　above－mentioned　standpoint，　pi”esents　a　study

on　reflection　of　regional　pattern，　forward　or　bacl〈ward，　upon　concentric

construction，　in　Nara（奈良），　and　Aim｛（会津）Basins　as　exac　mples；

and　then　we　consider　the　process　in　which　and　the　factor　by　which　a

closed，　local　construction　of　concentric　zone　ls　transformed　or　encroa－

ched　by　a　modern　metropolis．

The　Reformation　of　the　Taika（大化）Era　and

　　　　　　　　Kamatari　Fu］’iwara　（藤原鎌足）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　KeRichi　Yokota

　　This　article　tries　to　mal〈e　clear，　in　spite　of　rare　sources，　the　position

and　rδ1e　of　Kamatari　Fuj’i　wa　ra（藤原鎌足）who　was　known　as　a　man

of　merit，　through　elimination　of　and　compared　with　personal　r61es　of

great　men　or　statesmen　in　the　Reformation　administration，　by　re一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（465）


