
我
国
近
世
末
期
に
お
け
る
都
市
成
立
の
基
盤
に
つ
い
て
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直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酵

　
　
【
要
約
日
　
都
市
を
と
り
ま
く
諸
地
域
と
都
市
の
む
す
び
つ
き
の
変
化
は
、
都
市
の
発
達
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
地
域
中
心
と
し
て
の
都
市
の
機

　
能
は
、
其
様
な
変
化
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
所
が
大
き
い
。
こ
こ
で
は
、
近
代
以
後
の
都
市
発
達
期
を
ひ
か
え
た
近
世
末
に
お
け
る
都
市
の
成
立
塞
盤
と

．
し
て
、
此
様
な
地
域
と
都
市
の
関
係
を
申
心
に
検
討
し
た
。

　
　
種
々
の
次
元
の
市
場
に
お
け
る
商
品
流
通
は
、
都
市
を
廻
る
此
様
な
地
域
を
規
定
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
我
国
近
世
末
期
に
は
、
全
園
市
場
・
領

　
国
市
場
・
在
郷
跡
市
場
が
、
重
層
的
な
市
場
を
構
成
し
て
お
り
、
各
々
の
市
揚
に
於
る
役
罰
が
、
都
市
成
立
基
盤
の
重
要
な
部
分
を
し
め
て
い
た
。
市
場

　
に
お
け
る
商
晶
流
通
は
、
直
捜
生
産
者
に
お
け
る
生
麓
力
の
上
に
成
立
す
る
。
従
っ
て
、
封
建
社
会
の
主
要
な
生
塵
的
基
礎
で
あ
る
農
業
生
産
力
は
、
商
　
　

晶
流
通
を
通
し
て
都
市
成
立
の
背
景
を
な
す
・
し
か
し
・
根
底
に
φ
星
産
力
と
・
都
市
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
・
媒
允
と
し
て
・
個
々
の
都
市
の
背
へ

域
の
曹
蓼
充
分
欝
・
・
け
れ
繁
誘
い
．
封
馨
会
に
お
け
希
場
構
造
は
・
壽
の
幕
の
蕃
で
・
・
磯
・
規
制
す
・
墨
書
で
・
…

。
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
四
八
巻
三
．
写
一
九
穴
五
年
吾
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
は
な
い
。
我
圏
で
も
明
治
末
・
大
正
期
以
降
が
近
代
都
市

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
発
達
期
で
あ
る
。
こ
の
晴
期
に
多
く
の
歴
史
的
都
市
は
近
代
都
市

　
都
市
的
空
閥
は
現
代
の
経
済
社
会
の
中
で
質
的
も
量
的
に
も
重
要

な
地
位
を
も
ち
、
将
来
我
女
の
生
活
舞
台
の
ま
す
ま
す
広
い
部
分
を

占
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
此
様
な
状
態
は
産
業
祉
会
の
近
代
化

と
と
も
に
急
速
に
実
現
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
起
源
は
あ
ま
り
古
い

へ
と
変
化
す
る
。
都
帝
の
も
つ
背
域
と
の
関
係
も
歴
史
的
に
変
化
し

て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
化
以
前
と
い
う
墨
絵
に
お
い
て
こ
れ

を
と
ら
え
て
お
く
こ
と
が
、
そ
の
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
為
に
は
必
要

と
な
る
。
都
市
の
地
域
中
心
機
能
は
、
あ
る
広
が
り
を
対
象
に
放
射
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さ
れ
、
特
定
の
機
能
を
も
つ
都
市
は
そ
の
機
能
に
関
し
て
そ
の
都
市

と
結
び
つ
い
て
い
る
地
域
を
背
景
と
し
て
い
る
。
逆
に
都
市
の
中
心

機
能
は
、
そ
の
背
景
と
な
る
地
域
と
の
結
合
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い

る
の
だ
と
見
る
纂
も
出
来
る
。
従
っ
て
都
市
の
発
達
を
考
え
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
そ
の
背
域
（
培
養
闘
）
と
の
関
係
が
正
し
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
点
で
、
都
市
の
形
成
を
地
域
生
産
力
の
発
展
を
基
盤
と

す
る
社
会
的
分
業
関
係
分
成
立
と
す
る
見
方
は
正
し
い
。
と
く
に
農

村
か
ら
都
市
が
分
離
し
て
く
る
近
代
初
期
及
び
こ
れ
に
先
立
つ
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
考
え
る
場
合
、
こ
の
観
点
は
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
「
地
域
」
の

概
念
は
こ
の
様
な
立
場
に
た
っ
て
、
充
分
な
検
討
を
へ
て
い
な
い
し
、

地
理
学
の
分
野
か
ら
も
、
こ
の
点
に
向
っ
て
積
極
的
な
提
言
は
み
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
我
国
近
世
末
の
都
市
を
め
ぐ
る
地
域
に
関

し
て
、
そ
の
経
済
的
基
盤
と
人
口
の
関
係
を
通
じ
て
考
察
を
加
え

た
。

　
①
西
村
睦
男
「
都
市
と
培
養
圏
」
（
『
立
命
館
文
学
』
一
工
九
）
。

　
②
　
島
崎
稔
・
北
損
隆
吉
『
現
伐
日
本
の
都
術
社
会
』
（
一
九
六
二
）
。

二

生
産
者
の
手
に
生
れ
た
余
剰
が
無
為
化
さ
れ
、
市
場
に
お
け
る
商

晶
流
通
を
媒
介
と
し
て
分
業
が
発
達
す
る
。
我
国
近
世
の
封
建
社
会

に
は
、
主
と
し
て
上
方
・
江
戸
の
大
商
業
際
本
の
手
に
よ
る
全
国
市

場
、
城
下
町
特
権
商
人
ら
が
流
逓
を
担
轟
す
る
領
国
砂
場
が
上
部
構

造
を
な
し
、
そ
の
下
に
小
さ
な
在
郷
町
の
市
場
圏
が
あ
る
、
重
層
的

な
市
場
関
係
が
み
ら
れ
た
。
各
階
麿
の
市
場
圏
の
大
き
さ
に
対
応
し

て
、
市
場
に
お
け
る
流
通
の
中
心
と
な
る
都
市
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
封
建
社
会
の
た
て
ま
え
と
し
て
は
、
各
領
国
は
封
鎖
的
経
済
領
域

を
な
し
、
又
領
国
内
の
各
村
も
同
様
の
自
給
的
封
鎖
的
な
領
域
を
成

し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
統
合
体
と
し
て
の
日
本
全
体
も
、
自
己
完
結

約
な
市
場
と
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
し
、
制
度
的
に
も
鎖
羅
体
制
や

各
藩
の
市
場
統
制
に
、
或
る
程
度
こ
の
姿
は
う
か
が
わ
れ
る
。
領
国

内
で
は
自
給
的
な
農
業
以
外
の
す
べ
て
の
分
業
を
城
下
町
に
集
中
さ

せ
、
農
村
内
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
職
人
の
存
在
を
ゆ
る
す
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
②

い
。
甲
斐
国
志
に
よ
る
十
九
世
紀
は
じ
め
の
状
態
で
も
、
「
甲
府
町

内
諸
役
免
許
職
人
」
の
た
め
に
屋
敷
三
三
四
ヵ
所
が
給
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
在
郷
諸
職
人
と
し
て
は
、
盆
地
内
六
六
八
ヵ
村
、
二
一

八
、
八
五
四
人
に
対
し
、
大
工
一
四
軒
、
鍛
冶
八
人
大
鋸
五
二
人
等

が
掲
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
甲
府
府
中
の
職
人
は
、
職
人
町
に
屋

敷
を
与
え
ら
れ
て
諸
役
免
許
で
あ
り
、
一
方
在
郷
の
職
人
は
、
い
く
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（醐村一郎『絹越の城下町』による）

　　※：川越九斉市の市立町

　※※：松郷市

伝馬小役合161軽半

　内伝馬役斗之者　1軒

　外桶大エメL役　　1軒

fJ、　役　合　　　　97學r

都合役人　258軒半

鍛治冷し役　　11軒

　但一軒ゴF荘一年総500文宛

翫燃・軒半
　但大工一人にっき一年に8人宛

　桶大工一軒に付一年頃一分ヅツ

第1表川越惣町中鎌馬小役御守役帳（宝永2年）

罐隣御役1丸役匪役障卜

一
事
男
子
獅
％
肌
％
雛
紡

3人で
　1軒三梓

箋

桶7人で
　3軒半

外に

桶大工1

11

R
2

　
工
理

工
大

喝
桶
大

2軒

4

8

4

5

51

23

丁重

醐
2
9
％
田
お
器

本　町※

北　町※

高沢町※

南　町※

江戸町※

　　　X
二郷町※

鴎　町

志多町

鍛治町

多賀町

2785司159 1　1　97

ば
く
の
高
役
引
、

伝
馬
給
付
の
対
象

と
な
り
、
代
償
と

し
て
、
い
ず
れ
も

年
に
数
人
分
の
勤

臼
を
う
け
も
た
さ

れ
て
い
る
。
尚
市

川
大
門
村
を
は
じ

め
と
す
る
紙
漉
き

業
が
あ
る
が
、
こ

れ
も
本
来
領
主
的

需
要
に
応
ず
る
生

産
で
あ
る
と
い
う

原
則
が
み
ら
れ
る
。

城
下
町
に
は
商
人

町
職
人
町
と
な
ら

ん
で
連
雀
町
の
名

が
見
ら
れ
る
が
、

武
州
川
越
の
新
宿

③は
、
も
と
れ
ん
ち
ゃ
く
町
と
い
っ
た
所
で
、
天
正
十
九
年
に
新
宿
に

た
て
ら
れ
、
後
に
江
戸
町
と
称
し
、
伝
馬
の
発
着
の
町
と
し
て
賑
つ

た
所
。
高
沢
町
喜
多
町
南
町
本
陶
と
と
も
に
、
古
来
市
立
の
特
権
を

与
え
ら
れ
、
代
償
と
し
て
伝
馬
の
所
役
を
領
主
に
対
し
て
負
っ
て
い

た
（
第
－
表
）
。
れ
ん
ち
ゃ
く
町
を
新
宿
に
た
て
る
べ
き
旨
を
記
し
た
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

状
は
、
か
わ
こ
え
れ
ん
ち
ゃ
く
衆
中
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
城
下
に

あ
っ
て
運
輸
の
任
を
課
せ
ら
れ
る
代
償
と
し
て
、
運
輸
業
者
で
あ
る

連
雀
商
人
に
は
、
右
の
市
立
の
他
、
宿
町
と
し
て
の
営
業
権
・
諸
役
免

除
な
ど
の
特
典
が
あ
っ
た
。
自
給
的
農
業
社
会
か
ら
分
離
し
た
商
人

職
人
を
、
市
場
か
ら
切
り
離
し
て
城
下
に
集
住
さ
せ
る
代
償
と
し
て
、

市
が
城
下
に
ひ
ら
か
れ
る
事
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
武
州
忍
は
中
世

の
成
田
氏
以
来
の
城
地
で
あ
る
が
、
城
下
町
は
行
田
と
よ
ば
れ
、
上
町

（
現
在
の
本
町
）
新
町
下
町
な
ど
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
内
上
町
は
、
阿
部
豊
後
守
忠
秋
の
在
城
暗
代
に
発
達
し
た
も
の
で
、

町
家
に
対
す
る
歩
行
夫
役
を
徴
せ
ら
れ
る
の
に
、
新
町
下
町
の
様
に

市
立
て
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
一
を
町
年
寄
が
藩
庁
に
申
出

て
、
歩
行
夫
役
同
様
市
立
て
の
権
利
も
ギ
他
町
並
み
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
願
い
、
承
応
三
年
二
月
十
一
日
よ
り
一
・
六
市
と
し
て
、
上

町
（
一
　
一
望
・
　
一
六
R
［
）
　
下
脂
明
（
一
日
｝
・
二
六
日
）
新
酔
問
　
（
六
日
一
・
二
一
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日
）
と
等
分
に
立
市
て
が
許
さ
れ
、
伝
馬
歩
行
夫
も
過
不
足
な
く
勤

　
　
　
　
　
⑤

る
事
と
な
っ
た
（
第
－
図
）
。

　
商
人
職
人
の
城
下
集
中
に
は
、
一
つ
に
は
領
内
の
経
済
統
制
の
手

段
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
領
民
を
流
通
関
係
か
ら
遮
断
し
て
自
給

的
な
ム
ラ
の
已
然
経
済
に
固
定
し
、
一
方
で
は
生
産
力
の
上
昇
を
貢

租
の
形
で
、
又
は
特
権
商
業
の
集
荷
機
構
を
通
じ
て
、
全
面
的
に
領

主
側
が
吸
収
す
れ
ば
、
ム
ラ
の
自
然
経
済
は
発
展
の
道
を
と
ざ
さ
れ

封
鎖
さ
れ
た
世
界
に
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
里
方
山
方
浜

方
な
ど
経
済
基
盤
を
異
に
す
る
地
域
圃
士
の
交
換
や
、
ム
ラ
の
枠
の

中
か
ら
は
供
給
さ
れ
得
な
い
特
殊
な
工
臨
晶
、
と
く
に
生
産
用
具
等
、

直
接
生
産
老
の
再
生
産
に
不
可
欠
の
物
資
の
流
通
は
、
当
然
の
事
と

し
て
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
圃
心
し
た
石
高
欄
を
基
礎
と
す
る
貢
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

体
系
が
次
第
に
現
実
か
ら
の
踵
離
を
生
む
よ
う
に
な
り
、
～
方
で
は

商
業
的
農
業
の
生
産
が
発
展
し
て
く
る
と
、
両
者
の
影
響
が
璽
っ
て
、

領
民
間
相
互
の
物
資
の
流
通
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
。
従
っ
て
ム
ラ

の
経
済
も
封
鎖
的
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
領
主
側
で
も
、

ム
ラ
を
自
然
経
済
の
ウ
ク
内
に
封
鎖
し
て
お
く
こ
と
を
や
め
て
、
領

民
内
部
で
の
商
品
流
通
を
認
め
、
こ
れ
を
専
売
制
な
ど
の
形
で
掌
握

す
る
事
に
よ
っ
て
新
し
い
利
益
の
獲
得
に
努
め
る
事
に
な
る
。

　
領
国
全
般
に
わ
た
っ
て
広
汎
な
市
場
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
め
ぐ

ろ
て
在
方
の
商
業
が
発
達
し
て
く
る
と
、
か
か
る
流
通
市
場
の
結
節

点
と
し
て
、
封
建
経
済
の
諸
欄
限
を
う
け
な
が
ら
も
、
在
郷
町
が
重

要
な
中
心
機
能
を
果
す
様
に
な
る
。
農
村
地
帯
内
部
に
あ
る
小
さ
な

都
市
的
集
落
の
成
立
は
早
く
、
中
世
以
来
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
も
多

や
従
ぞ
農
民
的
霧
の
中
心
地
と
し
て
の
在
響
の
役
割
が
重

要
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
近
世
の
商
品
流
通
の
発
達
を
ま
っ
て
は

じ
め
て
在
郷
町
が
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
在
郷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
急
速
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
は
近
世
初
期
と
考
え
ら
れ
い
る
し
、
そ

の
後
の
歴
史
の
中
で
、
こ
れ
ら
都
市
的
集
落
が
数
や
分
布
の
上
で
急

速
に
ふ
え
て
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
中
心
集
落

は
、
人
口
の
停
滞
や
減
少
傾
向
の
つ
よ
い
農
村
部
と
く
ら
べ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
な
り
の
流
動
性
を
も
ち
、
増
加
傾
向
の
方
が
鼠
立
つ
。
武
蔵
の
内

埼
玉
県
下
の
各
村
に
つ
い
て
文
化
文
政
期
と
明
治
初
年
の
間
の
家
数

　
　
　
　
　
　
⑭

の
変
化
を
見
る
と
、
農
村
部
で
減
少
の
多
い
の
に
比
し
て
、
町
場
で

の
戸
数
は
減
少
の
例
は
少
く
、
増
加
の
は
ば
も
大
き
い
。
（
繁
2
衷
）

　
都
市
的
集
落
の
数
の
上
で
の
発
展
や
人
口
の
増
加
が
必
ず
し
も
顕

著
で
な
い
一
つ
の
理
由
は
、
農
村
市
場
の
流
通
を
媒
介
と
す
る
分
業

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
非
農
業
的
部
門
が
都
市
に
集
中
す
る
技
術
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我魍近世宋期における都市成立の基盤について（武藤）

簗2表　埼玉書下裁蔵国各町村の戸数増減（王810年贋→1878年）
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①松由’（390）大塚村（IOI）番匠村（204）平村100）

②久保霞村（125）

（窪）負眞谷町●（370（石猿番寸（95）

④久保島村（8の妻沼村て96）

⑤深谷●（155）新城村（112）宋野村●（144）岡部村

　（89）用ヨ二村（88）

⑥坂石町分．（57）芦久保（10Q）：大宮郷●（73）寺尾

　（150）

⑦幸平宿（85）高野村（65）平須蛮｛村（106）権現堂村

　（58）栗橋宿9（51）

⑧岩槻（町人町）’（300）加倉村（55）萬｝ill．（130）ノ1・林

　村（351）上騎村（96）中曾根村（115）穴万部村（65）

　久喜’（15e）鷲？郵（90）羽生’（g5）川崎村（1G4）平子

　重木村（91）行E垂il　3（250）佐「制イ寸（78）下忍（57）持Ei率寸

　（74）広田村（112）荒木村（55）酒巻村（65）南河原

　村（88）

〔S9）鳩谷。（120）jE日田了●（237）蕨早蔭9（144）言甫和解薫・

　（346）芝村（53）ブぐ牧村（5エ）大戸野木村（92）大禾pua

　拳寸（60）ノ」、室率寸（63）ブく蜜卜本寸（73）桶」【｛了爵．（325）湾｝3莫

　駅（290）平方村（86）吉野野村（59）加茂宮村（69）

　大宮宿●（190）

⑩志木宿’（200）膝臨調’（74）浜崎材（53）下新愈村

　（123）下保谷村（90）

⑪久栄村（71）所沢．（166）富士iLi村（53）1ま1口村（78）

　寿鍔獲r麗臓（91）∫濃須（56）田中沢（80）蓄鶏「栂1（75）｛公郷

　（一川越の内276）野田村（ユ29）水子村（200）

⑫飯能軍（77二折新田（51）

d＃”・本庄宿（250）新井村（70）児玉村（160）

米
に
換
算
し
て
三
〇
〇
属
託
石
の
物
質
が
全
隅
か
ら
廻
漕
さ
れ
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
内
約
百
万
石
が
領
主
の
手
に
集
め
ら
れ
た
米
及
雑
穀
で
あ
っ
た
。
．

こ
の
意
味
で
領
国
市
場
は
、
全
国
市
場
に
対
す
る
一
段
下
灘
の
組
織

　
在
郷
町
市
場
を
内
に
擁
し
た
領
国
市
場
は
、
そ
れ
自
身
封
鎖
的
な

経
済
領
域
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
領
国
経
営
の
財
政
的
基

礎
で
あ
る
貢
租
米
を
商
晶
化
す
る
場
と
し
て
全
國
市
場
が
あ
り
、
そ

こ
で
の
換
金
を
見
込
ん
で
領
内
消
費
量
を
は
る
か
に
越
え
る
米
の
増

　
　
　
　
　
　
⑬

産
が
推
進
さ
れ
た
。
中
央
取
引
市
場
の
大
阪
に
は
、
十
八
世
紀
初
頭
、

的
背
景
を
も
た
な
か
っ
た
事
、
分
業
が
完
全
な
形
で
は
生
じ
て
い
な

い
で
、
在
町
や
村
内
の
商
人
も
身
分
的
に
は
農
民
で
あ
り
、
封
建
的
束

縛
を
う
け
て
い
た
高
等
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
血
縁
的
社
会
的
な

枠
の
中
に
小
農
民
が
と
じ
こ
め
ら
れ
、
そ
れ
が
小
農
民
の
経
済
的
な

自
立
を
妨
げ
て
い
る
事
も
見
ら
れ
る
が
、
此
等
諸
制
約
下
に
あ
る
直

　
　
　
　
⑪

接
生
産
者
が
、
霞
ら
の
手
中
に
利
潤
を
蓄
積
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
再

生
産
の
た
め
に
市
場
に
投
入
す
る
機
会
は
著
し
く
狭
い
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
其
様
な
零
細
不
安
定
な
市
場
に
対
応
す
る
職
業
の
分
化
は
、

そ
れ
自
身
独
膚
の
中
心
地
と
し
て
結
罪
す
る
よ
り
は
、
宿
場
町
や
既

存
の
地
域
中
心
の
ま
わ
り
に
折
出
し
寄
生
す
る
形
態
を
と
っ
た
と
考

　
　
、
⑫

え
ら
れ
る
。
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と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
領
国
帯
場
が
農
民
的
商
品
流
通
の
発
展
に
よ
っ
て
変
質
さ
せ
ら
れ

て
い
っ
た
様
に
、
全
国
市
場
も
商
品
流
通
の
質
的
拡
大
に
と
も
な
っ

て
変
質
し
て
く
る
。
領
主
権
の
下
に
あ
る
集
荷
組
織
を
経
由
し
な
い

で
、
生
産
者
の
手
か
ら
直
接
商
品
化
の
ル
ー
ト
に
の
せ
ら
れ
る
物
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懸

が
増
加
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
お
こ
る
。
こ
こ
に
於
て
も

各
地
の
在
郷
町
は
、
在
来
の
特
権
と
対
立
し
つ
つ
新
し
い
機
能
を
果

　
　
　
　
　
⑯

す
こ
と
に
な
る
。
領
主
側
も
又
、
全
国
市
場
に
お
け
る
新
た
な
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
求
め
て
、
こ
の
面
で
も
専
売
制
等
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
。

　
領
国
帯
場
の
封
鎖
性
は
、
領
主
経
済
の
面
か
ら
も
農
民
的
商
贔
流

通
の
面
か
ら
も
、
全
国
市
場
に
開
か
れ
た
一
面
を
も
つ
に
至
る
。
領

国
経
営
が
封
鎖
性
を
完
成
し
得
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
藩

領
の
規
模
を
見
落
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
領
国
市
場
と
呼
ん
で
き
た

諸
侯
の
支
配
領
域
も
、
そ
の
規
模
は
、
小
は
一
万
石
、
五
干
人
未
満

の
田
原
本
藩
か
ら
、
百
三
十
五
万
石
の
加
賀
藩
に
い
た
る
振
巾
が
あ

り
、
数
の
上
で
は
、
五
万
石
以
下
四
万
人
未
満
の
も
の
が
過
半
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
、
三
万
人
未
満
の
も
の
で
も
半
数
に
達
す
る
。
三
万
入
と
い
う
規
・

摸
は
、
後
に
在
郷
町
市
場
圏
の
大
き
さ
に
関
連
し
て
考
察
す
る
が
、

上
級
領
域
と
し
て
の
独
立
し
た
経
済
体
と
し
て
再
生
産
を
維
持
す
る

に
充
分
な
社
会
的
分
業
を
完
成
す
る
に
は
、
小
さ
す
ぎ
る
基
盤
し
か

も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
小
藩
や
細
分
さ
れ

た
天
領
の
錯
綜
す
る
非
領
国
地
帯
は
、
藩
領
国
枠
（
上
級
領
域
）
を
欠

い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
小
規
模
な
領
域
が
個
女
に
全
国

市
場
に
直
結
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
在
郷
町
市
場
を
へ
て

或
る
場
合
に
は
隣
接
す
る
大
城
下
町
市
場
圏
（
領
国
市
場
）
に
つ
な
が

り
、
或
る
場
合
に
は
非
領
国
地
帯
に
配
さ
れ
た
幕
府
の
地
方
監
視
の

拠
点
で
あ
る
大
都
市
の
布
場
圏
に
吸
収
さ
れ
て
、
全
国
市
場
に
つ
な

が
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
商
売
上
手
と
い
わ
れ
た
広
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

藩
と
周
辺
小
藩
と
の
関
係
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
関
東
領
国
体
制
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
阪
平
野
、
越
後
平
野
な
ど
が
、
そ
の
一
例
と
す
る
事
が
出
来
る
。

　
①
土
屋
喬
雄
・
小
野
道
雄
『
近
世
日
本
農
村
経
済
史
論
』
昭
和
八
年
。

　
②
「
甲
斐
国
志
」
第
粥
壱
巻
人
物
之
蔀
附
録
。

　
③
　
川
越
に
つ
い
て
は
岡
村
…
郎
「
届
越
の
城
下
町
」
（
川
越
叢
書
、
昭
和
三
〇
年
）

　
　
に
よ
る
。

　
④
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
所
収
。

　
⑤
二
軍
一
「
郷
土
忍
の
歴
史
」
（
稿
本
）
行
田
常
史
編
纂
委
員
会
蔵
。

　
⑥
三
宅
隆
三
「
近
世
後
期
に
お
け
る
農
村
経
済
の
発
展
と
農
畏
層
分
解
」
『
岸
波

　
　
講
座
日
本
歴
史
』
〔
近
世
鴎
〕
昭
和
ヨ
八
年
。

　
⑦
　
中
部
よ
し
子
「
大
阪
周
辺
在
郷
町
の
形
成
扁
　
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
＝
、
小
村
弍

　
　
「
展
朋
期
在
郷
町
の
諸
問
題
」
『
懸
飛
生
活
史
研
究
』
二
・
生
活
と
社
会
経
済
．
昭

　
　
和
三
四
年
。
墨
田
武
『
中
世
写
本
｛
弼
業
史
の
研
究
臨
（
第
五
刷
）
昭
和
三
六
年
。
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我国近世末期における郷市威立の董盤について（武藤）

⑧
原
田
伴
彦
讐
近
世
都
市
の
形
成
」
（
『
凪
本
封
建
都
市
研
究
騒
（
一
九
煮
七
年
）
所

　
収
）
。

⑨
儒
州
飯
田
の
在
郷
町
箕
瀬
の
奉
公
入
繊
身
地
を
み
る
と
、
周
辺
農
村
か
ら
の
人

　
口
流
入
が
明
瞭
で
あ
る
。
（
関
由
礁
太
郎
『
罠
本
の
入
口
』
昭
和
三
七
年
）
又
秩
父

　
由
闘
の
小
さ
な
町
小
鹿
町
で
さ
え
、
壬
ゆ
戸
籍
に
よ
っ
て
芦
主
の
娼
身
地
を
み
る

　
と
越
後
頸
城
郡
や
蒲
原
町
、
信
濃
、
上
野
等
の
田
身
者
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
。
（
「
戸

　
籍
調
下
闇
県
管
轄
第
子
鳥
大
竃
一
小
区
μ
籍
之
一
、
大
字
小
鹿
野
分
」
少
鹿
野
町

　
役
場
蔵
）
忍
斌
下
行
田
町
の
町
役
人
出
磨
書
に
よ
っ
て
み
る
と
、
2
代
3
代
以
前

　
の
来
住
者
が
多
い
。
念
行
田
町
要
中
録
し
肴
田
市
史
翻
纂
委
餓
会
蔵
）

⑩
「
新
編
武
蔵
風
土
紀
稿
」
（
文
化
文
政
年
間
戒
稿
。
郡
に
よ
り
前
後
あ
り
。
）
及

　
「
武
蔵
掴
郡
村
誌
」
（
明
治
九
年
の
調
査
。
埼
玉
県
締
に
よ
り
昭
和
二
九
年
公
刊
）

　
を
も
と
に
対
比
。

⑪
平
尾
道
雄
『
土
佐
藩
農
業
経
済
史
馳
昭
和
三
三
年
。
中
井
信
彦
霧
藩
社
会
と

　
薦
晶
流
通
』
昭
和
三
〇
年
。

⑫
小
山
田
義
夫
、
塚
照
郁
子
、
沢
田
芳
江
「
近
批
初
期
に
お
け
る
献
後
仏
沢
村
の

　
発
展
と
そ
の
携
鷺
扁
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
封
建
都
落
の
諸
問
題
」
所
収
）
一

　
九
累
九
年
。

…
㈱
｝
　
A
皿
井
野
口
『
藩
政
』
昭
和
一
二
六
年
。

⑭
　
脇
…
田
修
『
近
世
封
建
赴
会
の
経
済
構
造
』
…
九
六
三
年
。

⑮
津
購
秀
夫
『
三
二
に
お
け
る
地
域
類
型
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
工
七
六

　
号
）
。

⑯
　
守
屋
嘉
美
「
村
慮
地
方
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
と
流
通
」
『
歴
史
学
研
究
』

　
二
八
二
弩
及
び
「
近
挺
後
期
商
品
流
通
研
究
の
…
前
提
扁
『
岡
誌
画
工
七
六
号
）
。

⑰
申
井
信
彦
前
掲
書
。

⑱
　
門
藩
舗
ご
覧
」
に
よ
る
。

⑲
　
『
概
観
広
島
竈
史
』
昭
和
三
〇
年
。

⑳
　
蕪
本
増
夫
「
関
東
の
在
郷
商
人
」
（
『
歴
史
学
研
究
恥
二
七
五
号
）
北
島
正
元
「
化

政
期
の
政
治
と
疑
衆
」
駅
．
岩
波
講
座
日
本
歴
史
陳
〔
近
世
．
四
）
．

小
村
弍
前
掲
論
文
。

三

一
九
六
一
二
年
Q

　
種
肉
の
次
元
に
お
け
る
市
場
圏
は
、
そ
の
内
部
の
諸
地
域
を
特
定

の
機
能
に
関
し
て
統
合
し
て
い
る
（
逆
に
云
え
ば
サ
…
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
）
経
済
活
動
が
、
圏
内
の
す
べ
て
の
地
域
を
支
配
し
、
そ
の
事

に
よ
っ
て
か
か
る
中
心
機
能
が
経
済
行
為
の
主
体
と
し
て
の
．
再
生
産

を
維
持
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
、
地
域
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を

も
っ
て
い
る
。
他
方
、
圏
内
の
種
々
の
経
済
活
動
は
、
各
自
の
再
三

に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
得
ら
れ
る
地
域
中
心
と
の
結
び
つ
き
を
通
じ

て
、
自
ら
の
経
済
活
動
の
次
元
に
応
じ
た
市
場
的
空
間
の
内
部
で
、

各
自
の
行
動
を
完
結
さ
せ
て
い
る
。
地
域
中
心
で
あ
る
都
市
の
発
達

を
簡
囲
の
生
産
力
の
向
上
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
為
に
は
、
背
域
と

じ
て
霜
の
如
き
再
生
産
構
造
の
完
結
す
る
範
囲
を
と
り
扱
う
必
要
が

あ
⑳
近
代
以
前
の
場
ム
生
産
力
の
大
部
盆
農
藷
部
門
に
依
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
層
に
お
け
る

生
産
力
は
、
ま
ず
彼
等
の
再
生
産
活
動
の
場
に
反
映
さ
れ
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
れ
る
。
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
商
鹸
流
通
は
、
種
女
な
契
機
に
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よ
っ
て
、
か
な
り
早
い
蒔
期
か
ら
農
民
暦
を
巻
込
ん
で
展
開
し
、
彼

ら
の
再
生
産
構
造
の
中
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
入
り
込
ん
で
い

た
。
狭
少
な
ム
ラ
の
空
間
は
、
次
第
に
彼
ら
の
再
生
産
の
枠
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
な
っ
て
ゆ
き
、
新
し
い
枠
組
は
在
郷
町
市
場
圏
と
し
て
現
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

く
る
。

　
明
治
九
年
の
資
料
に
よ
る
武
蔵
国
郡
村
誌
の
内
、
埼
玉
郡
及
新
座

郡
の
部
は
、
管
下
各
村
に
つ
い
て
主
な
物
産
と
そ
の
販
売
先
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
物
産
の
集
散
地
と
な
っ
て
い
る
中
心
集
落
と
各
中

心
へ
販
売
す
る
村
な
と
の
分
布
を
第
二
図
に
示
し
た
。
物
資
集
散
地

は
城
下
町
行
田
岩
槻
、
宿
場
町
鴻
巣
を
の
ぞ
け
ば
明
治
に
な
っ
て
か

ら
も
定
期
市
の
開
か
れ
た
集
肇
あ
ゆ
行
田
も
葉
叢
で
市
立

　
　
　
　
⑤

て
が
あ
っ
た
。
村
誌
の
側
か
ら
は
こ
れ
ら
中
心
集
落
の
集
荷
機
能
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
う
か
が
え
な
い
が
、
笹
森
に
は
、
た
と
え
ば
与
野
町
の
四
・
九
市

は
「
与
野
市
と
称
し
其
名
高
し
、
米
穀
を
主
と
す
、
又
東
京
川
越
の

諸
膝
集
合
し
て
古
道
具
羅
衣
の
類
を
売
る
。
需
要
者
又
遠
近
輻
榛
し

て
、
大
に
賑
を
な
す
扁
な
ど
の
記
載
が
あ
っ
て
、
集
荷
圏
は
同
時
に

「
百
貨
輻
鱗
」
の
日
用
贔
市
場
（
小
売
商
圏
）
に
対
応
す
る
と
考
え
て

よ
い
。
図
に
よ
れ
ば
、
大
多
数
の
村
が
単
一
の
中
心
と
の
交
渉
に
と

ど
ま
ら
ず
、
二
乃
至
三
の
中
心
と
交
渉
を
も
っ
て
い
る
。
中
’
5
集
落

の
側
か
ら
み
る
と
集
荷
圏
の
広
い
中
心
は
、
専
従
的
な
集
荷
圏
を
も

っ
て
い
る
が
（
行
司
．
加
須
。
熊
谷
頃
岩
槻
）
鷲
宮
、
騎
西
、
越
谷
、
久

喜
、
菖
蒲
な
ど
で
は
こ
れ
を
欠
き
、
全
体
と
し
て
の
集
荷
圏
も
小
さ

い
。
全
域
を
通
じ
て
各
中
心
の
市
場
圏
の
重
複
・
交
錯
が
著
る
し
い
。

此
様
な
直
接
生
産
者
の
次
元
に
お
け
る
商
晶
流
通
の
中
心
と
な
る
在

町
は
、
武
蔵
の
場
合
大
部
分
定
期
市
の
甫
立
地
で
あ
っ
た
。
近
世
末

の
こ
れ
ら
在
町
は
、
市
商
業
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
が
、
中
心
地
と
市
場
關
の
結
び
つ
き
、
市
場
圏
同
士
の
重
複
等
、

在
郷
町
市
場
圏
の
空
間
構
造
は
、
尚
定
期
市
商
業
の
性
格
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
物
資
輸
送
及
交
通
手
段
に
技
術
上
本
質
的
な
変
化
の
な
か
っ
た
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

世
に
お
い
て
、
市
↓
定
期
市
↓
店
舗
と
い
う
商
業
形
態
の
変
化
は
、

結
局
商
圏
内
の
生
産
力
の
向
上
（
人
目
聡
叡
又
は
生
活
水
準
の
上
昇
に
よ

る
購
売
力
の
増
加
に
反
映
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
市
や
定
期

市
商
業
は
店
舗
商
業
に
対
し
て
、
よ
り
不
安
定
な
購
売
力
の
段
階
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
武
蔵
国
の
定
期
布
は
六
今
市
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
分
布
と
開
市
日
の
関
係
を
み
る
と
、
定
期
市
の
分
布

自
体
散
在
し
て
偏
り
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
市
臓
の
組
合
せ
を
異
に

す
る
各
々
の
市
の
分
布
に
つ
い
て
も
、
同
一
の
三
豊
を
も
つ
市
立
地
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が
隣
接
し
た
り
偏
在
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
空
間
を
ひ
と
し
く
わ

け
あ
っ
て
い
る
（
第
3
図
）
。
　
一
方
一
つ
一
つ
の
市
立
地
を
中
心
に
見

る
と
、
そ
の
周
辺
に
面
影
を
異
に
し
た
中
心
集
落
が
い
く
つ
か
散
在

し
て
い
る
。
又
市
立
地
が
隣
接
し
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
児
玉
郡

の
児
玉
（
五
・
八
）
と
八
幡
山
（
三
・
十
）
、
榛
沢
郡
の
寄
居
（
四
・
九
）

と
男
食
郡
鉢
形
（
三
・
八
）
（
荒
測
を
は
さ
ん
で
警
手
）
の
よ
う
に
互
い
に

布
日
を
違
え
て
い
る
。
気
中
の
市
立
地
及
市
日
は
、
郡
村
誌
、
風
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
稿
…
、
武
州
上
州
市
場
御
領
主
様
井
心
付
等
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

市
康
を
違
え
た
幾
つ
か
の
定
期
市
が
因
全
体
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り

の
地
域
を
形
成
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
足
立
郡
南
都
の
市
は
、

蕨
（
一
・
六
）
浦
和
（
二
。
七
）
鳩
谷
（
三
・
八
）
、
与
野
（
四
・
九
）
川
q

（
五
・
十
）
が
互
い
に
四
～
六
鋤
の
間
隔
で
成
立
し
て
い
る
。
（
A
群
）

江
戸
時
代
論
罪
許
可
の
場
合
は
城
下
や
既
存
の
布
町
か
ら
の
距
離
が

一二

｢
以
上
あ
る
慕
が
、
　
一
般
的
な
目
安
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
一
日
の

徒
歩
交
通
に
よ
る
実
動
往
復
路
程
と
す
れ
ば
、
A
群
の
内
部
の
住
民

は
、
欲
す
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
五
つ
の
定
期
市
の
全
て
を
利
用
娼
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
六
　
二
・
七
　
四
・
九
　
五
・
十

二
で
あ
る
。
同
様
の
組
合
せ
は
、
（
B
）
行
田
・
熊
谷
・
羽
生
・
上
新

　
　
　
　
二
・
七
　
三
・
八
　
四
・
九
　
五
・
十
・

郷
、
（
C
）
菖
蒲
・
久
喜
・
騎
西
・
加
須
・
鴻
巣
、
（
D
）
城
下
町
岩
槻

　
二
・
七
　
四
・
九
　
　
　
　
　
三
・
八
　
五
・
十

噂
越
谷
・
春
日
部
（
粕
壁
）
・
原
市
・
杉
戸
、
（
E
）
児
玉
郡
を
中
心
に

　
　
二
・
七
　
　
一
二
・
轟
－
　
　
　
　
五
・
八
　
　
四
凹
・
九
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
、
　
　
　
　
一
　
・
｛
ハ

し
た
本
庄
・
八
幡
山
・
児
玉
・
寄
居
、
（
F
）
秩
父
盆
地
の
秩
父
大
宮

　
二
・
七
　
四
・
九
　
　
五
・
十
　
　
瓢
㎜
・
八
　
　
　
　

一
・
六
　
憲
・
八
　
鰯
・
九

・
賛
川
・
大
野
原
・
小
鹿
野
・
下
吉
田
、
（
G
）
小
川
・
丸
形
・
寄
居

　
五
・
十
　
　
　

一
・
穴
　
二
・
七
　
三
・
八
　
四
・
九
　
　
五
・
十
　
五
・
十

・
安
慰
、
（
H
）
粟
橋
・
幸
乎
・
久
醤
・
向
古
河
・
杉
戸
・
鷲
宮
、

　
　
一
・
ヒ
　
ニ
・
七
　
三
・
八
　
孤
・
十

（
1
）
読
響
・
名
一
戸
・
坂
戸
・
松
山
等
の
各
群
が
見
ら
れ
る
。

　
A
群
の
蕨
宿
一
・
六
市
は
、
郡
村
誌
に
は
定
期
市
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
．
風
土
記
稿
に
は
歳
市
（
7
月
1
！
購
及
！
2
月
2
6
日
）
と
し
て
出
て

い
る
も
の
で
、
幕
末
期
に
一
時
定
期
帯
化
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
お

そ
ら
く
勢
力
の
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
此
様
な
一
・

六
布
を
も
つ
A
群
と
一
六
市
を
欠
く
C
群
の
間
に
は
、
葛
飾
郡
吉
川

（
平
沼
村
）
の
一
・
六
市
が
あ
る
。
同
様
に
、
二
・
七
市
を
欠
く
G
群

の
酋
に
接
し
て
は
、
秩
久
郡
坂
本
の
か
そ
（
猪
）
市
が
、
「
い
ず
れ
の

頃
よ
り
か
小
名
落
舎
い
て
」
市
立
て
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
又
E
・

F
両
群
の
一
∵
二
階
が
、
E
で
は
南
に
、
F
で
は
北
に
偏
在
す
る
の

を
填
め
る
如
く
、
両
群
の
領
域
を
つ
な
ぐ
荒
川
沿
い
の
遡
廊
地
帯
に
、

秩
父
郡
野
上
の
二
・
七
市
が
立
つ
。
又
「
武
蔵
国
中
に
て
江
戸
の
外
、

河
越
事
た
り
」
と
記
さ
れ
た
入
聞
郡
川
越
の
九
斉
市
（
二
・
六
・
九
）

の
周
辺
に
は
市
立
地
が
少
く
、
江
戸
川
越
の
消
費
市
場
（
又
、
江
戸
へ

の
供
給
董
地
川
越
）
と
関
菓
山
地
と
の
中
継
地
を
な
す
関
東
山
麓
・
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
・
十
三
・
八
窯
・
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窪
・
八

欝
部
や
、
武
蔵
野
台
地
上
の
市
（
飯
能
．
燐
沢
・
溺
町
屋
・
高
麗
本
郷
・
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蘇
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撚

譲
①
　
但

し
行

政
町

村
単

位
。

　
④

破
線
は
，
江
戸
時
代
宋
に
，
す
で
に
廃
さ
れ
市

　
数
字
は

明
治

初
年

の
開

礁
日

（

．
　

．
．

vs．

郡
・

鷺

【 1
タ

rF総
国

一
ミ
　
　
週

　
　

　
　

　
　

FeL・
kX，

　
　
　
　
　
　
　

職

　
②

⑦
　

丸
印

及
三

角
印

は
市

場
集

落
。
倶

丸
印

は
六

斉
又

は
戴

斉
市

三
角

印
は

歳
市

。
　

③
そ

の
他

の
「

舞
心

集
落

。

　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
：
ig丸

印
（

三
角

印
）

は
，

明
治

以
後

も
引

続
き

市
立

て
の

あ
っ

た
事

を
示

す
。

⑥
十

字
印

は
幕

末
の

開
市

。
）
内
は
幕
末
。

（嶋。。。・）

肖卜



贋
・
八
　

三
・
十

八
王
子
・
青
梅
）
は
、
い
ず
れ
も
排
越
と
市
日
を
纏
え
て
い
る
。

　
此
様
な
市
と
市
日
の
時
間
的
空
間
的
配
分
は
、
商
人
の
側
か
ら
云

え
ば
、
　
限
ら
れ
た
地
域
内
で
の
需
要
と
不
安
定
な
購
売
力
（
商
人
の

活
動
鵬
来
る
範
囲
、
客
の
集
っ
て
く
る
籟
囲
は
、
交
通
手
段
に
よ
っ
て
自
ず

か
ら
限
定
さ
れ
る
）
か
ら
あ
げ
ら
れ
る
可
能
な
限
り
の
利
益
を
平
等
に

配
分
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
。
一
方
農
民
の
側
か
ら
云
え
ば
、
中
心

集
落
の
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
利
用
す
る
上
の
一
つ
の
約
束
で
あ
る
以
上

に
、
幾
つ
か
の
中
心
集
落
か
ら
な
る
一
つ
の
群
に
全
体
と
し
て
対
応

し
て
い
る
大
き
な
市
場
圏
が
、
群
を
構
成
し
て
い
る
一
つ
一
つ
の
中

心
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
小
さ
い
圏
内
の
購

売
力
乃
至
生
産
力
で
は
支
え
得
な
い
様
な
高
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
も
、

移
動
的
サ
ー
ビ
ス
或
は
定
期
的
サ
ー
ビ
ス
の
形
で
、
グ
ル
ー
プ
全
体

と
し
て
培
養
し
得
る
利
点
を
も
つ
。
高
次
の
社
会
的
分
業
に
必
要
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
負
担
を
広
い
培
養
圏
内
に
分
散
出
来
る
訳
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
商
人
に
と
っ
て
は
、
市
の
も
つ
集
荷
機
能
を
最
大
限
に
利

用
す
る
上
で
も
、
市
日
の
配
分
は
有
効
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
一
且
成

立
し
た
定
期
市
群
の
組
織
の
中
に
、
新
し
い
市
が
立
て
ら
れ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
は
、
既
存
の
市
町
は
差
障
り
あ
り
と
し
て
反
対
す
る
。
逆
に
領
主

的
利
害
の
対
立
し
や
す
い
非
領
国
地
帯
で
は
、
古
い
市
町
の
反
対
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
領
主
間
の
対
立
の
故
に
町
立
て
が
促
進
さ
れ
た
と

　
態

云
う
。

　
平
日
を
違
え
た
市
立
地
が
絹
互
に
近
接
し
て
い
く
つ
も
存
在
す
る

こ
と
は
、
出
荷
者
・
消
費
者
で
あ
る
農
民
に
と
っ
て
も
好
都
合
の
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
的
・
綱
度
的
な
諸
欄
約
の
下
に
あ
る
農
民

の
側
に
は
、
商
人
程
移
動
の
自
由
、
時
間
的
余
裕
は
な
い
。
生
産
技

術
や
交
通
手
段
の
未
発
達
な
こ
と
も
、
生
産
老
の
生
産
活
動
以
外
の

行
動
を
翻
限
す
る
。
市
場
内
の
購
売
力
が
其
様
な
状
況
下
で
微
弱
で

あ
り
、
時
間
的
に
こ
れ
を
蓄
積
せ
ね
ば
な
ら
な
い
所
に
、
市
日
の
区

分
が
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
条
件
が
熟
し
さ
え
ず
れ
ば
、
恒
常
的
取

引
の
場
が
成
立
し
た
方
が
、
商
人
農
民
双
方
に
と
っ
て
、
よ
り
好
都

合
で
あ
る
事
は
云
う
迄
も
な
い
。
谷
口
集
落
の
如
く
、
上
流
の
支
谷

全
体
の
生
産
力
を
地
域
的
に
ダ
ム
ア
ッ
プ
出
来
る
場
合
に
は
、
恒
常

的
取
引
の
場
へ
移
行
す
る
事
が
早
い
。
多
摩
郡
五
日
市
の
五
小
市
炭

流
通
の
場
合
も
、
流
通
量
の
増
加
に
従
っ
て
帯
で
の
取
引
か
ら
問
屋

化
し
た
転
宿
の
独
占
的
な
集
荷
に
か
わ
り
、
恒
常
取
引
に
移
行
し
た
。

し
か
し
農
民
の
零
細
な
需
要
を
対
象
と
し
た
日
用
品
の
取
引
は
、
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
炭
市
」
の
称
を
と
ど
め
た
こ
の
地
の
定
期
市
で
行
わ
れ
た
。
取
扱

量
の
多
い
特
定
の
商
品
の
流
通
が
、
市
乃
至
買
廻
り
商
人
の
集
荷
の
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段
階
か
ら
、
画
定
的
な
霊
園
を
通
ず
る
よ
う
に
な
り
、
特
殊
な
分
業

　
　
　
　
　
⑫

を
生
む
に
至
る
。

　
市
商
業
に
於
け
る
空
間
的
時
間
的
な
利
益
配
分
の
関
係
は
、
市
庭

の
設
定
に
際
し
て
も
現
れ
る
。
秩
父
郡
大
宮
郷
の
市
も
、
宝
永
六
年

「
絹
市
之
覚
」
と
し
て
、
先
年
愚
女
リ
市
ヲ
相
子
可
申
、
市
場
市
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

町
之
年
寄
打
寄
相
談
之
上
、
確
認
し
あ
っ
て
い
る
。
此
の
「
覚
」
は
、

町
年
寄
十
一
名
の
他
絹
買
宿
十
七
軒
、
楮
寝
宿
三
軒
及
び
町
通
り
長

百
姓
十
三
名
が
連
印
し
た
も
の
で
、
「
朔
日
喜
左
衛
門
よ
り
上
ノ
方
、

六
日
喜
兵
衛
よ
り
上
ノ
方
…
…
烏
鷺
草
書
左
衛
門
よ
り
上
ノ
方
」
と

絹
市
の
市
庭
を
市
日
毎
に
細
か
に
規
定
し
、
　
「
布
場
之
外
他
町
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

商
人
興
野
決
而
見
世
借
申
間
敷
」
定
め
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
明
か
な
如
く
、
定
期
市
網
は
、
培
養
圏
の
市
場
的
価
値
を

商
人
が
平
等
に
配
分
す
る
為
の
時
間
的
空
關
的
協
定
と
し
て
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
つ
よ
い
中
心
集
落
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
高
市
追
い
」
と
い
っ

た
商
業
形
態
だ
け
で
な
く
、
市
庭
の
規
定
を
通
じ
て
店
舗
商
人
に
と

っ
て
も
、
文
宇
通
り
門
前
市
を
な
す
賑
い
は
、
利
益
の
源
泉
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
此
様
な
云
わ
ば
住
み
わ
け
の
現
象
に
よ
る
市
場
機

会
の
確
保
の
も
た
ら
す
利
点
は
、
農
民
側
と
商
人
の
側
で
は
、
大
き

な
ひ
ら
き
が
あ
み
。
秩
父
郡
下
吉
田
村
三
・
八
市
と
秩
父
大
宮
郷
絹

仲
買
及
児
玉
郡
郡
児
玉
八
幡
山
（
五
・
八
及
三
・
十
帯
）
の
三
者
の
関

係
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
文
化
四
年
九
月
四
日
の
忍
藩
秩
父
領
賦
役
松
本
家
御
用
日
記
に
よ

る
と
、
同
年
七
月
大
宮
郷
の
網
仲
買
が
下
吉
田
村
の
市
に
立
た
な
く

な
っ
た
事
に
つ
き
、
下
吉
田
村
か
ら
大
宮
郷
絹
伸
買
に
対
し
て
訴
訟

を
お
こ
し
、
領
主
を
通
し
て
圧
力
を
か
け
た
。
こ
の
た
め
絹
仲
買
達

は
「
以
来
照
影
罷
越
鷲
敷
」
と
仲
間
内
で
廻
状
を
発
し
て
申
合
せ
て

し
ま
っ
た
。
か
く
て
以
来
三
十
年
間
、
下
吉
田
村
市
へ
は
大
宮
郷
の

絹
仲
買
は
出
向
せ
ず
「
（
市
は
）
衰
微
に
相
成
諸
事
不
都
合
二
而
右
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

方
（
下
吉
田
村
）
は
勿
論
近
村
迄
も
難
儀
困
窮
」
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
天
保
八
年
下
吉
田
村
の
領
主
が
林
肥
後
守
に
変
っ
た
の
を
機
会

に
、
　
「
可
相
成
儀
二
御
座
候
ハ
日
岡
御
領
主
様
御
役
所
よ
り
忍
御
役

場
江
御
里
支
払
上
、
大
宮
郷
購
買
之
者
前
々
学
窓
致
市
立
呉
候
様
御

三
懸
」
け
て
も
ら
え
ま
い
か
、
と
下
吉
田
村
の
方
か
ら
交
渉
が
再
会

さ
れ
た
。
忍
藩
庁
か
ら
は
割
役
を
通
じ
て
仲
卸
に
対
し
下
聞
が
あ
っ

た
様
子
で
、
こ
れ
に
対
し
て
影
響
仲
間
は
、
天
保
九
年
「
御
領
主
様

の
御
越
意
に
添
う
よ
う
黒
黒
を
と
げ
た
〕
ど
し
て
、
不
承
く
、
十

二
名
の
仲
間
の
内
二
名
つ
つ
な
ら
吉
田
市
へ
立
つ
べ
き
旨
を
上
申
し
、

そ
れ
に
、
近
頃
江
戸
の
好
み
に
よ
っ
て
児
玉
八
幡
山
方
面
か
ら
の
買

73　（387）



付
が
多
く
、
入
肘
も
な
い
下
吉
田
の
絹
を
新
し
く
買
入
れ
る
の
は
迷

惑
に
思
う
、
こ
と
に
下
吉
田
村
の
市
日
は
、
児
玉
八
幡
山
の
市
日
と

重
る
の
で
仲
聞
全
員
が
下
吉
田
の
市
に
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
、
ど

　
　
　
　
⑱

の
べ
て
い
る
。
結
局
端
役
で
も
こ
の
意
見
が
容
れ
ら
れ
る
所
と
な
つ

⑲
　
’

た
。　

零
細
な
農
閑
商
い
稼
ぎ
も
、
市
日
の
時
間
帯
に
従
っ
て
行
動
す
る
。

た
と
え
ば
関
東
平
野
の
水
田
地
帯
と
西
部
の
山
地
の
間
に
あ
る
畑
作

地
帯
武
蔵
野
台
地
の
農
民
間
に
は
、
台
地
と
低
地
の
境
界
に
立
つ
市

一二

E
六
・
九
　
　
一
瓢
・
八

（
川
越
、
扇
町
屋
）
で
米
穀
を
買
入
れ
、
手
馬
に
つ
け
て
山
麓
の
漢
口

　
　
　
　
　
五
・
十
　
　
　
工
・
七
　
　
六
・
十
・
　
四
P
・
八

集
落
の
市
（
五
日
帯
・
青
梅
・
飯
能
・
八
王
子
）
に
輸
送
し
て
売
捌
く
者

や
、
逆
に
由
麓
部
で
薪
炭
を
買
入
れ
て
、
江
へ
転
売
し
、
又
は
輸
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
駄
賃
を
取
っ
て
営
農
の
助
け
と
ナ
る
者
が
あ
っ
た
。

　
以
上
の
様
な
市
場
圏
の
時
問
的
配
分
が
空
間
的
配
分
と
重
っ
て
く

る
と
こ
ろ
に
各
市
場
圏
の
重
複
錨
綜
が
お
こ
る
。
山
形
県
の
市
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
と
く
に
村
山
平
野
の
中

心
部
で
、
武
蔵
程
に
は
、
市
艮
を
買
に
し
た
市
場
群
が
明
瞭
に
は
あ

ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し
最
上
川
支
流
の
河
谷
に
そ
っ
て
み
る
と
、
長

井
盆
地
内
の
荒
砥
、
鮎
貝
、
長
井
、
の
三
甫
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
八

五
．
十
、
二
．
七
で
市
日
の
重
ら
な
い
群
と
な
る
。
又
米
沢
盆
地
の

内
、
米
沢
周
辺
を
の
ぞ
く
北
始
部
で
も
、
小
松
、
宮
内
、
高
畠
の
三

市
が
そ
れ
ぞ
れ
五
・
十
、
三
・
六
・
九
、
一
・
四
・
六
・
八
で
、
又

一
つ
の
市
場
群
を
形
成
し
い
る
。
こ
の
星
群
に
互
い
に
隣
接
す
る
群

で
あ
る
。
他
に
尾
花
沢
盆
地
も
、
地
形
的
に
独
立
し
だ
一
区
を
形
成

し
て
い
る
が
、
大
石
田
の
四
濤
町
、
延
沢
の
三
日
町
、
九
日
町
と
も

重
ら
な
い
一
・
七
の
甫
日
を
も
ち
、
三
市
鼎
立
し
て
い
た
時
代
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
つ
の
市
場
群
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
又
湖
東
平
野
の
在
町
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

培
養
圏
に
つ
い
て
も
相
互
の
重
複
が
観
察
さ
れ
る
。

①
中
井
儒
彦
前
掲
書
。

②
単
に
余
剰
生
産
の
発
展
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
貢
租
の
金
納
や
土
豪
的
地
空
商

　
人
に
よ
る
商
品
作
の
作
付
強
制
等
。
岡
前
事
①
及
び
小
由
田
義
央
他
前
掲
論
文
。

　
有
泉
頁
夫
「
養
蚕
地
帯
の
農
業
構
造
」
（
堀
江
英
一
編
『
幕
末
維
新
あ
農
業
構
造
』
）

．
昭
和
三
八
年
・
。

③
但
し
、
城
下
町
等
、
上
位
都
市
の
も
っ
て
い
る
低
次
元
の
中
心
機
能
の
サ
…
ビ

　
ス
閤
も
ふ
く
ま
れ
る
か
ら
、
在
郷
的
次
元
に
お
け
る
南
場
醐
と
で
も
云
う
べ
き
で

　
あ
る
。

〈D　＠O＠＠＠

埼
薫
県
編
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
昭
和
二
九
年
。

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
。

註
④
郡
村
誌
第
一
五
巻
。

脇
田
修
前
掲
樽
。

秩
父
図
書
館
蔵
松
本
家
文
書
顛
K
3
。

長
井
政
太
郎
「
則
形
眼
の
市
の
研
究
」
昭
和
　
七
年
。

忍
藩
秩
父
頭
割
役
松
本
家
早
馬
霞
指
導
抄
四
六
六
。
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我翻近世宋期における都市成立の蕪盤について（武藤）

　
「
日
記
類
抄
」
は
松
本
時
下
高
野
家
の
寄
贈
文
書
の
内
、
御
用
日
記
、
御
m
用
帖
姻
守
、

　
秩
父
領
鵠
役
（
割
元
総
代
、
惣
庄
麗
、
大
庄
屋
に
巌
る
）
と
し
て
の
公
用
勤
務
R

　
誌
を
威
本
と
し
て
、
秩
父
図
工
館
、
秩
父
郷
土
研
究
ム
ム
の
校
定
を
へ
て
岡
市
三
三

　
纂
委
員
会
の
発
行
。
昭
和
三
五
年
。
）

⑩
　
小
村
弐
　
前
掲
論
文
。

ゆ
　
伊
藤
好
一
「
近
世
二
日
市
炭
の
流
逓
構
造
」
（
相
、
崎
謹
哉
編
『
近
世
関
東
の
願
史

　
地
理
』
昭
和
王
八
年
所
収
）
。

⑫
　
炭
宿
だ
け
で
な
く
、
．
紅
花
宿
、
絹
縮
、
船
搭
等
。
守
騒
欝
美
「
村
山
地
方
に
お

　
け
る
商
品
経
済
の
発
展
と
流
通
し
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
八
こ
号
）
。
埼
玉
梁
秩
父
繊

　
維
工
業
試
験
場
編
『
秩
父
織
物
変
還
史
』
昭
和
三
近
年
。
蝋
管
豊
治
「
三
目
地
方

　
の
海
産
物
市
場
と
流
通
問
題
」
　
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
麗
（
『
流
通
の
歴
史
地
理
』

　
所
収
）
。

⑬
⑭
秩
父
市
誌
所
収
。
柿
原
謙
一
所
蔵
文
轡
及
高
野
家
文
瀞
。

⑮
⑳
　
長
井
政
太
郎
、
前
掲
需
。

⑭
　
松
本
家
御
用
購
記
類
抄
三
七
六
。
、

⑰
憩
　
秩
父
粥
誌
所
収
、
柿
漂
謙
一
所
蔵
文
欝
。

⑲
　
松
本
家
郷
粥
隔
記
叢
論
五
五
六
。

⑳
伊
藤
好
　
、
前
掲
論
文
。

⑫
西
村
睦
男
門
都
市
と
培
養
閤
L
（
翌
命
館
文
学
』
三
九
号
）
。

四

　
不
安
定
な
培
養
圏
の
生
産
力
を
背
景
と
し
、
中
心
間
の
住
み
わ
け

現
象
に
よ
っ
て
、
地
域
と
し
て
の
再
生
産
を
維
持
し
て
い
る
在
郷
町

市
場
糊
は
、
空
筒
的
に
億
、
多
核
約
地
域
と
な
る
が
、
在
郷
町
市
場

（
直
接
生
産
者
の
次
元
に
お
け
る
流
通
）
の
核
と
な
っ
て
い
る
集
落
の
規

模
及
そ
の
交
渉
圏
に
は
大
小
の
ち
が
い
が
あ
る
（
第
2
國
）
。
　
こ
の
違

い
は
、
商
工
人
口
が
多
く
、
職
業
の
細
分
化
、
従
っ
て
専
門
的
サ
ー

ビ
ス
が
存
在
し
、
高
度
の
経
済
的
行
政
的
機
能
の
み
ら
れ
る
戸
数
の

大
な
る
中
心
集
落
と
、
集
落
全
体
と
し
て
の
戸
数
も
少
な
く
、
商
工

人
口
の
絶
対
数
も
小
数
で
、
主
と
し
て
低
次
の
中
心
機
能
を
行
っ
て

い
る
中
心
集
落
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
（
第
4
表
表
照
）
。
武
蔵

國
（
埼
玉
県
下
の
み
）
の
諸
中
心
を
郡
別
戸
数
別
に
配
列
し
た
第
三
表

と
第
二
図
第
三
図
を
見
く
ら
べ
て
、
前
者
と
後
者
の
ち
が
い
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

体
戸
数
に
し
て
四
百
戸
前
後
の
と
こ
ろ
に
あ
る
事
が
知
れ
る
。
戸
数

の
大
き
な
中
心
は
、
低
次
の
中
心
機
能
の
も
つ
顧
客
吸
引
力
の
上
に
、

高
次
の
経
済
活
動
の
も
つ
吸
引
力
が
相
乗
的
に
加
っ
て
、
広
い
交
渉

圏
を
も
つ
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
（
第
4
表
は
、
い
ず
れ
も
明
治
3
年

の
戸
籍
調
べ
に
よ
る
も
の
で
、
商
業
の
内
訳
け
は
不
明
だ
が
、
大
密
郷
の
絹

仲
質
仲
紳
闘
、
行
田
町
の
木
綿
問
屋
な
ど
の
存
在
が
明
か
で
あ
る
し
、
こ
の

両
春
は
行
政
的
中
心
で
も
あ
る
）
。

　
在
郷
町
市
場
圏
内
の
流
通
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
、
大
小
の
町
場

に
加
え
て
、
在
方
商
工
集
落
と
も
云
う
べ
き
小
規
模
な
流
通
の
拠
点

が
あ
っ
た
。
農
閑
余
業
と
し
て
の
小
商
、
鍛
治
一
大
工
、
左
営
、
桶
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鋸3表　明治初葬における武蔵国（埼玉県下）の中心簗落①の戸数②

訳 1000芦以上

足立郡1

500アii・一r－10000戸

田闘；Dl【越21G3〔28・・〕1

蕩麗郡

　　（252）
浦和宿598〔588〕
　　（314）
刀1口田1551〔554〕

　　（430）
蕨宿　　574〔421〕

　　（490）
鴻曵冬牙諮785〔8G2〕

4GOア：if～500戸

比企郡

繊見郡

埼玉郡

プ（垂郡

男裳郡

施羅郡

榛沢郡

山ヨ三郡

》鼻纒乙1126

婆灘廷購1

　　　　　　　　
行田1911〔1911〕　i

饗ll灘蜘

越谷宿1032〔864］…

（：大沢町と含す）

　　　（770）
熊谷田ぎ1440

　　（lose）
本庄宿王331

　　（4Qq｝．．一L　1

松；」．i町798〔817〕1

　　（880）
茅白壁宿870〔660〕

　　　（70）

深同宿637

　　（559）
草力明野453〔455〕

　　（250）
桶ノtl宿430こ420〕

　　（2eo）
大宮宿421

　　　（380）
入闘損村465
　　（265）
所？Jkt村425〔599〕

　　（250）
菖轟脊田∫41δ〔230〕

（戸騎村）

　　（300）

児玉町460

200戸．～400ア署

　　（王80）
鳩谷田1305〔17〕

　　（235）
［〈Siii田∫264〔220〕

　　（304）
無罪｝田∫267〔267〕

　　（320）
！」、月1宰す348〔468〕

　　　（226）
塚奇蒲田ゴi揚247〔247〕

　　　（285）
久喜町398〔281｝

　　　（150）

鷲窟樽49
　　　（20e）
カ「i勿護灘丁339）〔4493

　　　　（200）
不動｝瑚村230

　　　（240）
琴靱哲三li汀335〔334〕

　（町場村）

200戸以下

那珂郡

賀美郡

　　（158）
鉢形町208
　　（213）

妻沼梯09
　　　（35e）
葛和田村310
　　（332）
午6tE　i田∫280

　　（王54）

火門田187
　　（170）
上尾衆惹王75〔王98〕

　　　（王05）　1

石戸律∫村146

　　　　（ge）
島嚢田∫屋＄寸18ま〔176〕

　　　（105）
，黙参夏村164

　　　　　（50）
四1ヨ市場村50

南場村52

舗轟1166〕｝

（越生）

　　（180＞
坂戸村163
　　（136）
飯能村164
　　（100）
中1」違村105

　　（128）
高荻村115
　　　（7e）
高麗本郷75

　　　（102）
八幡山町131
　　（196）
渡瀬押脚52
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我獺近世来期における都市成立の藁盤について（武藤）

200戸以下20G戸～4ee戸400芦～500戸5000ノニコ～1000戸叢濃 1000戸以上

　　　　（29）
坂灘田∫分37〔33〕

　　　（15e）
安戸村140　〔60〕

　　　（150）

坂本村133
　　　　（154）
本野上村148〔60〕
　　　（159）
欝∫蛎冬寸149　〔35〕

　　　　　（12玉）

三輪野江村163

　　　　　（354）

管野村376
　　　　　　（268）

、鹿甥箪｛丁202〔王04〕

　　（330）
杉ヌ満干375〔275〕

吉n卜平沼両村
の内（217）
　　　222［266）

　　　　（419）

舞こ右喬宿486〔48e〕

　　　　　（725）

大霊≧『舞郡848〔451〕

　　　　　　　（594）

脚ド琶罫薩ヨ村521〔75〕

　　　　　　（815）

幸・上宿100玉〔1136〕

秩父郡

酬1匹

①　かつて市場集落であったもの。愚時の市立地及び憲な城下，宿暢

②武蔵国君附誌による明治9年の戸数。行政町村単位。（）内は漸編武蔵風土艶稿による

　　鴛世紀初頭の戸数。〔〕内は上記，郡村誌の内，郡誌詑載の甫衝地戸数。

屋
、
酒
造
、
油

屋
、
質
屋
な
ど

が
広
く
農
村
内

に
分
布
し
て
い

た
。
彼
ら
農
閑

諸
職
諸
職
の
も

っ
て
い
た
交
渉

範
囲
は
、
空
間

的
に
か
な
り
広

く
、
従
っ
て
こ

の
面
か
ら
も
、

低
次
の
商
贔
流

通
を
担
当
す
る

諸
核
心
の
交
渉

圏
に
は
、
重
複

が
生
ず
る
。
埼

玉
郡
鎌
塚
村
の

農
家
石
川
家
は
、

油
屋
を
営
ん
で

い
た
が
、
同
家
で
は
農
民
か
ら
菜
種
を
あ
っ
か
り
、
毎
年
大
晦
日
に
、

各
農
民
が
過
去
一
年
間
に
各
農
家
か
ら
も
ら
っ
て
い
っ
た
濾
の
量
と

春
に
預
け
た
菜
種
の
量
に
よ
っ
て
、
油
と
現
金
で
差
引
決
済
す
る
仕

組
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
石
川
家
と
交
渉
を
も
っ
た
農
民
は
、
桶
上

村
・
堤
根
村
・
新
宿
村
・
下
忍
村
・
吹
上
村
・
利
田
村
・
袋
村
・
野

村
・
太
井
村
・
新
田
村
・
荊
原
村
・
榎
戸
村
・
大
鷲
村
等
に
わ
た
っ

て
お
り
，
そ
の
他
、
余
剰
は
、
吹
上
村
の
豆
腐
商
や
鴻
巣
宿
、
三
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

廟
議
の
油
小
売
商
に
卸
し
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
明

治
に
な
っ
て
か
ら
の
慕
で
あ
る
が
、
同
次
元
で
の
流
通
を
考
え
る
参

　　

@　

@　

ｱ
－
－
－
－
1
2
－
1
1
器
・
籍
蠣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帯
住
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
純
工

考
に
は
な

ろ
う
。
同

郡
上
新
郷

の
酒
造
家

須
永
家
の

場
合
も
、

岡
様
の
決

済
方
法
で

農
民
の
保

有
米
を
購

　　　　　　　　第4衷の1
明治3年（秩父）大裳郷の商工業（秩父幣誌による）

木　工　業
欝　　　　　人

6軒

67
古　鉄　店
フY　　　　燕

3i肇

6
店
商
商
世
魔
送
喰
燈
量
量
商
弾

帯
万
藩
質
鷲
凱
諜
灘

6
髭
S
9
3
5
1
1
7
9
3
3
1
6
1
5
2

業
人
工
商
商
商
商
物
結
騰
商
新
鷹
店
店
店

　
　
　
－
　
　
一
ゆ

工
　
蟹
野
間
　
物
物
物
霧

木
職
紺
食
穀
酒
絹
小
髪
宿
種
医
覧
金
薬
太
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第4裏の2　細螺町の商工業　（壬1時三…戸籍による）

商

鳶　職

大工職

足袋職

仕立職

按　鷹

建　上

畳　職

髪結職

紺屋職

桶　職

左官職

旅人宿

錺　職

塗　窪ii

（士族）

（平斑）

（雑業・同居人）

業（区分記載なし）421※

31

Q4

Q3

P8

t
紛
8
8
6
6
7
5
5
6
5
8
2
4
3
1

その他　医師（4）鍛治職（4）眼軸職（3）菓子職（3）下駄

　　　職（3）綿拶（4）三味線職（4）湯歴渡世（3）錺掛目

　　　　（2）　傘職（3）　米掲渡世（2）　袋物職（2）料理屋1度

　　　　世（2）　青物商（2）　豆腐職，掛物職，三味線師匠，郷

　　　　中宿，縫泊職，石工職，粉職，質屋，曲物師，鞘師，鞘

　　　　塗師，斜理入，上絵師，顕職，櫛職，印半獅（各1）

　　　　ffi偏歪（18）　　計　　86

　　　　職人（8）（工譜人力渡世2　門脇め③

倉　　　　舞量9　　　788戸　（内，商〕＝　・三ia民　730戸）

※商業の内，註詑あるもの

　　商漁造，酒造，菓子商，太物商，小間物商　各1

忍総戸数　1911戸　内寄留戸数　86（成田町灘士族町w：を念む）

　　士影ミ　　1095　　　　　（i’戎1田tgぎ）

　　∫誓民　　 816　　　　　（行田町）

第4表の3　小鹿野町の商工業（壬串戸籍による）

数
業
　
　
　
業
明

戸
　

工
商
下

総
農
，
　
　
雑
不

250戸

146

24

52

　2

22

　4

内借家・岡暦

　　／一

　　ク

　　ク

　　ク

　　ク

　　！一

5
8
3
9
耀
三
〇
4

4
　

1
　
1

髪結職，石工（谷1）
鍛治職，桶劇職，紺麗職，大工職（各2）

旅舘渡世（1）

茶山渡世，捕亡手伝（61）

1　」
　
i

　
　
l
　
一

　
　
　
し
　
一
　
p

第4表の4　飯能の内真能寺村の商工業（明治4年）※

総　戸　数

　　農

農期商工

54芦

23

31

内入稼入10戸
　　11

　　ク　　　　10

飯能の戸数は164戸

（商工内訳）

　　漉造，太物1樹物1，贋酒，升売酒3，糸織物2，陶羅漉2，穀炭商2，縞買1，
　　煙草商2，　大工，仕立各2，　医師，乾物商，塩断商，荒物商，小間物商，売薬，豊麗

　　各i，二間，桶屋，木工，鍛治，建具歴，開聞　各1

　　　（※中島義一「市場集落」昭和39年による。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78　（392）



我圏近批末期における都市成立の基盤について（武藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

入
し
、
酒
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
た
。

埼
玉
郡
荒
木
村
の
羽
鳥
家
は
、
江
戸
時

代
以
来
の
瓦
焼
を
行
っ
て
い
る
が
、
明

治
六
年
の
同
家
「
万
覚
帳
」
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
③

出
荷
先
は
行
田
町
・
小
須
賀
村
・
羽
生

町
・
砂
山
村
・
中
瀬
郷
・
須
賀
村
．
下

中
条
村
・
茅
野
村
・
小
針
村
・
上
中
条

村
・
酒
巻
村
・
南
河
原
村
に
及
ん
で
い

る
。
又
利
根
川
の
水
運
に
よ
り
、
上
州
、

東
京
へ
も
串
荷
し
、
常
陸
辺
か
ら
も
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
④

料
を
買
入
れ
た
と
云
う
（
第
4
図
参
照
）
。

此
様
な
小
規
模
な
非
農
業
的
生
産
を
ふ

く
ん
だ
集
落
は
第
五
図
に
見
る
通
り
普

遍
的
に
分
布
し
て
い
る
。

q響町鞭寄場艶言

？鎌密儀寡
・本騰下ﾋ、鳶『懸礁恥
囎鴨Ψ愈講籔．榛沢郡

　　　　上野国1　　・9’y’9・T・。、／1。

　　　　多胡郡〉　　〆郷　珂　郡＼、o
　　　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

0ユ2345㎞　　　；）へ一＼　ノ
　　　　　　ヨ　　　　　　ノ　　　　　　ヘ　　　　ノ　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　ヘ　　　ノ
北！　レ＼，・旗，．・蒼／雛　．

⊥＼∵父冨男贈
1　　　　　　一　　　　　　＼＼　　ノ

　
以
上
雑
多
な
例
に
よ
っ
ズ
、
大
小
の
核
を
め
ぐ
る
在
郷
町
市
場
の

段
階
に
お
け
る
人
や
物
の
流
れ
を
概
観
し
た
が
、
右
の
如
き
流
通
の

空
間
的
な
仕
組
み
は
、
直
接
生
産
者
の
再
生
産
構
造
の
空
間
的
反
映

と
見
る
事
が
出
来
る
。
そ
こ
で
は
、
大
小
の
中
心
が
孤
立
し
た
独
占

的
な
商
圏
で
は
な
く
、
広
が
り
に
大
小
は
あ
る
が
、
お
互
い
に
重
り

　　下吉田

　　　み
小鹿野　　6

州

5
e

5

e
e

e

ek　＠
e

宮郷●
．g＠ts

91／e　e

e　tt／，，

　　　ピ

　　　lk．［t

lへ

s．Dcr
ノ　）

比企郡

　　　，＿＿ノ、＼
　一t／一1

　〆！ノ

て　高麗郡
S
）
t
t
’
N
x
i　’XS．

、三石町分

、～、．ア13

第4図　武蔵厨西北部の改革組合親中及大宮郷，

本庄宿瞥轄村の分布

へ

あ
っ
た
商
圏
を
も
っ
て
い
た
。
地
域
中
心
と
培
養
圏
を
一
対
一
の
関

係
で
対
応
さ
せ
る
事
を
妨
げ
る
要
因
、
．
特
に
直
接
生
産
者
の
次
元
で

の
市
場
を
拡
大
す
る
事
を
妨
げ
る
屡
説
の
要
因
が
あ
り
、
こ
の
為
に

不
安
な
購
売
力
し
か
存
在
し
な
い
、
妾
時
の
最
低
次
の
市
場
関
係
に

於
て
は
、
　
一
つ
の
中
心
に
対
す
る
人
p
何
人
（
或
は
戸
数
何
戸
）
位
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在郷町市場圏入口

・・菩　・・書

第5衷在郷町市場圏の規模（1）

定期市之培養芦数

　　　（cl）

在郷町市場圏戸数

・X ｫ・×号
定期市群培養人口

　　　（b）

定期帯群

H 11，300 4，520 6，380 63，500 25，400 38，100

16，900 6，720 10，060 8王，700 32，5GO 48，80G

11，700 4，680 7，020 53，5GO ド21，400 32，100

6，100 ．2，440 3，660 32，700 13，450 20，200

10，300 4，120 6，180 51，700 20，500 31，000

U
E
F
G
H

～A

の
培
養
圏
と
考
え
る
よ
り
、
人
口
又

・
は
戸
数
の
ど
の
位
の
規
模
に
対
し
て
、

い
く
つ
か
の
未
発
達
な
中
心
が
あ
る
、

と
考
え
る
の
が
現
実
的
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
㈲
一
ω
に

い
た
る
定
期
市
群
と
、
そ
の
分
布
総

囲
を
、
そ
の
様
な
意
味
で
の
中
心
と

不
慮
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
人
口
規
模

は
、
次
の
如
く
概
籏
さ
れ
る
。

　
足
立
郡
埼
玉
郡
葛
飾
郡
の
戸
口
は

合
計
七
九
、
三
一
九
戸
．
四
四
六
、

　
　
　
　
　
　
⑤

室
二
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

A
、
B
、
C
、
D
、
H
の
五
群
及
び
、

足
立
郡
中
部
の
桶
川
、
石
戸
宿
、
上

尾
宿
、
大
宮
宿
、
原
市
町
の
群
、
そ

れ
に
南
部
の
吉
川
、
越
谷
、
草
舶
の

群
を
加
え
る
と
七
群
と
な
る
。
た
だ

し
、
上
記
三
郡
の
外
に
ま
た
が
る
B

群
や
吉
川
群
が
あ
り
、
各
群
に
若
干

　
の
重
複
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
上
で
見
た
市
商
業
の
性
質
か
ら
見
て

　
当
然
で
あ
ろ
う
。
上
記
三
郡
の
戸
口
を
郡
内
の
定
期
陶
砂
数
で
除
し

　
て
み
る
と
、
一
群
平
均
一
一
、
三
三
一
戸
強
、
六
三
、
五
一
九
人
弱

　
と
な
る
。
£
群
で
は
児
玉
郡
那
珂
郡
加
美
郡
に
榛
沢
郡
を
加
え
て
一

　
六
、
八
七
一
戸
、
八
一
、
六
七
三
人
、
又
秩
父
盆
地
内
（
F
群
）
の
戸

　
口
は
、
一
一
、
六
九
三
戸
、
五
三
、
四
九
〇
人
、
G
群
で
は
六
、
一

二
三
戸
、
三
二
、
六
七
七
人
、
r
群
の
場
合
は
、
一
〇
、
二
九
八
戸
、

五
一
、
六
七
六
人
と
な
る
。
但
し
こ
の
計
算
で
は
、
五
つ
の
中
心
を

　
ふ
く
む
定
期
市
群
の
培
養
圏
内
各
村
の
村
人
が
、
そ
れ
ら
五
つ
の
中

心
に
平
等
に
交
渉
を
も
つ
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
第
二
図
の
如

く
、
一
つ
の
村
が
交
渉
を
も
つ
中
心
地
は
大
体
二
…
三
で
あ
り
、
従

　
っ
て
右
記
の
数
値
の
％
～
％
位
の
や
や
小
さ
な
範
囲
が
、
定
期
市
群

を
め
ぐ
る
低
次
市
場
圏
の
規
模
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
概
数
を
か

か
げ
れ
ば
第
五
表
の
如
く
で
、
四
～
七
千
芦
、
二
～
五
万
人
と
い
う

規
模
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
、
各
村
内
の
人
々
が
、
各
女
二
つ
の
中

心
地
を
利
用
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
二
つ
づ
つ
の
核
を
も
っ
た
培
養

圏
の
合
は
無
羅
剰
・
・
で
あ
ら
わ
・
れ
・
．
・
の
場
合
「
地

域
」
は
人
や
物
資
の
流
動
が
、
他
と
不
連
続
と
な
る
範
闘
を
設
定
す

，
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
は
市
商
業
の
性
質
か
ら
み
て
か
な
り
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我圏近川末期における都市成立の基盤について（武藤）

第6袈　在郷三布場圏の人口規模（の　（武蔵の場会）
　　　　　　　　　　　　　1

在郷町市場翻の

馴法人・（単位千人）
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｝ 4 （1）＠

1
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2

1
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郡の入：T

（単位千入）

郡の戸数

（単位千戸）
郡名

蜘
2
0
m
3
5
5
8
1
1
6
2
2
7
1
1
6
2
5
2
9
3
8
1
2
鵬
6
4

24

R
2
1
6
1
1
2
1
3
5
2
1
6
6
8
2
4
4
1
1

立
座
間
前
論
見
受
玉
美
珂
里
羅
決
豊
玉
鷺

足
新
入
高
地
横
秩
児
賀
那
大
旛
榛
男
埼
葛

（該）①入間用，四重市嚇，測角村　②中山，高荻

　　　④伊草⑤大野原⑥渡瀬⑦向古河
③秩父郡安戸を含む

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
口
密
度
や
流
動
性
に
大
差
の
な
い
平
野

部
で
は
、
培
養
圏
よ
り
小
さ
い
範
囲
で
な
け
れ
ば
そ
の
ど
の
部
分
を

と
っ
て
も
内
容
は
か
わ
ら
な
い
筈
で
あ
る
し
、
山
地
は
勿
論
、
平
野

部
で
も
、
地
形
的
障
害
に
従
う
事
が
多
く
、
そ
れ
故
に
流
通
の
市
場

圏
と
も
、
そ
の
限
り
に
於
て
は
一
致
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
．

郡
域
を
も
っ
て
代
用
し
た
（
第
6
衷
）
。
　
秩
父
郡
の
み
は
一
、
六
万
人

と
少
い
が
、
自
然
地
域
で
あ
る
盆
地
内
だ
け
で
計
算
す
れ
ば
、
一
．
一
、

一
万
人
で
、
こ
こ
で
も
先
の
二
～
五
万
人
の
結
果
と
照
応
し
て
い

る
。　

幕
末
の
関
東
農
村
に
警
察
鯛
度
と
し
て
組
織
さ
れ
た
改
革
組
合
村

は
、
古
い
ム
ラ
境
や
領
界
を
こ
え
て
、
一
二
ヵ
村
五
ヵ
村
の
小
組
合
を

　
　
⑥

つ
く
り
、
小
組
合
の
連
合
で
あ
る
大
組
合
を
寄
場
が
（
親
村
）
統
轄
す

る
仕
組
で
あ
っ
た
。
商
晶
流
通
の
影
響
下
に
あ
っ
た
農
村
の
監
視
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
寄
場
の
管
轄
区
域
は
、
右
に
見
た
様
な
広
が
り
と
仕
組
を
も
つ
在

郷
町
市
場
圏
の
あ
り
方
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
人
や
商
品
の
流

動
の
中
心
で
あ
っ
た
在
郷
町
は
、
「
寄
場
」
と
し
て
こ
の
機
構
の
一

　
　
　
　
　
　
③

部
に
組
入
れ
ら
れ
た
。
　
此
様
な
制
度
的
区
域
も
、
　
当
時
の
在
郷
町

の
背
域
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
す
る
事
が
出
来
る
。
（
第
5
図
参

照
）　

①
埼
玉
県
吹
上
町
鎌
塚
、
石
川
治
郎
氏
方
に
お
け
る
聞
取
り
。

　
②
行
田
市
上
新
郷
、
須
永
氏
よ
り
聞
取
り
。

　
③
同
村
須
鎗
家
は
虚
辞
御
国
の
瓦
麗
で
あ
っ
た
本
家
か
ら
分
れ
て
現
在
も
瓦
製
造

　
　
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
④
行
田
市
荒
木
、
羽
鳥
秋
一
郎
氏
蔵
。

　
⑤
武
蔵
国
郡
村
誌
に
よ
る
。
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⑥
松
母
家
御
用
臼
記
類
管
下
〇
五
。

⑦
諸
井
六
郎
『
徳
川
時
代
の
武
蔵
本
庄
恥
明
治
四
五
年
。
及
嗣
前
註
⑥
「
御
取
灘

、
向
御
改
革
に
付
組
合
村
々
連
印
帳
」
文
政
＝
年
。

⑧
松
本
家
御
用
日
記
類
抄
七
単
二
。
川
村
優
．
海
保
四
郎
「
近
世
初
頭
東
上
総
に

　
お
け
る
在
方
町
成
立
の
一
事
例
」
　
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
封
建
都
市
の
諸
問

　
題
』
灰
収
。
｝
九
五
九
年
）
。

五

　
在
郷
町
市
場
圏
が
、
直
接
生
産
者
の
再
生
産

構
造
の
最
も
直
接
的
な
空
間
的
投
影
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
広
が
り
は
、
彼
ら
の
生
活
行
動

の
第
一
次
的
な
完
結
範
囲
と
し
て
、
地
域
単
元

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
、
そ
の
上
に
た
つ
幾
層
か

の
、
よ
り
高
次
な
地
域
的
な
ま
と
ま
り
の
下
部

単
位
と
見
な
す
事
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
仮
り

に
、
当
時
の
市
場
に
お
け
る
分
業
関
係
が
、
封

建
社
会
の
最
低
辺
に
あ
る
農
業
生
産
力
の
向
上

の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
生
産
力
の

発
展
は
、
ま
ず
最
低
次
の
市
場
で
の
分
業
関
係

に
あ
ら
わ
れ
る
筈
で
あ
る
。
逆
に
も
し
、
あ
ら

ピ

ゆ
る
地
域
単
元
の
農
業
生
産
力
が
全
く
ひ
と
し
け
れ
ば
、
そ
の
上
に

た
つ
単
元
内
の
分
業
関
係
は
、
栢
等
し
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
均
等
な
農
業
生
産
力
の
基
盤
の
上
に
立
つ
人
環
は
、
す
べ
て
等

し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
支
持
力
の
等
し
い
筈
の
基
盤
に
対
す

ρ
　
鰹

　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
。
郡
像
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踊
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、
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蕪
　
　
む
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閑
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β
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織
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晶
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簿
8
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藩
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醍
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　第5図　明治初年埼玉県北東部における小中心地の分布及，
　　　　　荒木村羽鳥家，鎌塚村石州家の商圏
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我濁近世末期における都市成立の基盤1こついて（武藤）

る
人
口
密
度
の
偏
り
は
、
特
殊
な
分
業
関
係
の
発
展
を
示
す
と
考
え

ら
れ
る
。

　
次
に
、
各
階
層
の
市
場
に
お
け
る
分
業
関
係
の
媒
介
者
で
あ
る
商

、
晶
流
通
の
結
節
点
と
し
て
、
各
々
の
市
場
に
対
応
し
た
都
市
の
発
達

が
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
が
、
地
域
単
元
よ
り
高
次
の
市

場
に
お
け
る
分
業
が
、
も
し
も
、
下
部
単
位
で
あ
る
地
域
単
元
内
で
．

の
生
産
や
流
通
の
量
的
拡
大
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

次
～
7
5
の
高
い
分
業
関
係
を
内
蔵
し
て
い
る
大
都
市
を
擁
す
る
地
域
は
、

当
然
、
地
域
単
元
内
の
高
度
の
生
産
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
極
端
に
云
う
な
ら
、
も
し
一
つ
の
単
元
に
お
け
る

生
産
の
余
剰
が
単
元
内
部
の
分
業
を
生
み
、
そ
の
量
的
拡
大
に
よ
っ

て
次
第
に
隣
接
す
る
単
元
を
も
ふ
く
め
た
流
通
と
分
業
関
係
を
発
展

さ
せ
、
高
次
の
市
場
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
高
度
の
分

業
関
係
を
ふ
く
む
単
元
を
中
核
と
し
て
、
周
辺
に
む
か
う
程
、
分
業

展
開
度
の
遅
れ
た
単
元
が
配
列
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
単
元
ご
と
の
農
業
生
産
力
に
対
す
る
人
口
密
度
か
ら
見
る
。

単
元
地
域
の
設
定
に
郡
の
境
域
の
性
質
が
、
好
適
な
面
を
も
つ
事
は

先
述
し
た
。
人
口
規
模
か
ら
見
て
も
、
郡
の
規
模
は
地
域
単
元
の
そ

れ
に
近
い
。
明
治
十
七
年
の
資
料
に
よ
る
人
口
規
模
別
に
郡
を
分
類

す
る
と
．
東
京
京
都
大
阪
神
戸
横
浜
な
ど
臣
大
都
市
を
ふ
く
む
昌
吉

を
の
ぞ
い
た
六
一
九
郡
の
内
、
単
元
の
人
口
規
模
で
あ
る
二
～
五
万

人
の
巾
に
あ
た
る
も
の
が
二
七
四
、
二
万
人
以
下
の
も
の
が
八
四
で

あ
る
。
こ
れ
ら
小
規
模
な
郡
は
、
い
く
つ
か
を
ま
と
め
て
一
ブ
ロ
ッ

ク
を
つ
く
り
、
又
は
大
き
な
郡
に
合
併
す
る
事
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

域
単
元
に
相
当
す
る
一
二
百
余
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
統
計
上
設
定
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
設
定
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
単
な
る
空
間
的
区
劃
だ
か
ら
、

　
［
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

第7裏の1　津出藩の町場
御城下1津山※

騰熱）

（粛呈謝

（の倉敷※，久世※，勝由※

（ロ）下町・江見・樽原・真昼瀬

　檎・桶木・本傭ケ原・大戸
　弓醐・編渡・多津1’£　．・eWJI

　鹿田・葉含・一一・一宮・小「瞬

　馳部

在 町

一
つ
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
中
に
は
、
し
く

つ
も
の
次
元
の
市
場
で
の
分
業
関
係
が

析
娼
し
て
く
る
。
従
っ
て
単
元
内
部
に

お
け
る
分
業
の
み
を
闘
題
に
す
る
場
合
、

よ
り
高
次
の
分
業
関
係
を
内
包
し
、
よ

ザ
広
い
市
場
に
対
応
し
て
い
る
大
都
市

の
人
口
を
除
外
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
故
高
次
の
市
場
を
基
盤
と
す
る
都

市
の
分
布
に
つ
い
て
、
右
の
矯
的
か
ら
、

若
干
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
全
国
的
な
都
布
人
口
の
．
資
料
は
、
明

治
初
年
の
も
の
し
か
得
ら
れ
な
い
し
、
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表
及
第
七
蓑
に
よ

い
る
。
先
の
第

心
に
か
ぎ
ら
れ
て

か
な
り
大
き
な
中

ず
提
要
の
名
琶
は
、

地③・一

偏
で
あ
る
。
ま

千
以
上
の
輻
榛

今
一
つ
は
「
共
武

政
表
」
の
「
人
口

繁7表の2　福

i岩城
の　邑

県
三
所
一
名
邑
」

及
讐
二
野
」
で
、

名
邑
と
は
「
旧
藩

城
邑
或
は
民
物
輻

定
を
つ
け
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

一
つ
は
『
日
本
地

誌
提
要
』
の
「
府

そ
れ
も
か
な
り
眼

則 福澗※・博多※

在町 （イ）赤駁（幽下警固村内）作蚤i二i町（＝犬飼村内）藩新町（鳥飼麓原村内）

　寺町（春告村内）　岸戸日（薬院村内）　水茶麗（堅粕叡納）

（ロ）下引々村・薬院村・庄村・今泉村・春二村・住脊村・鳥飼村

　　・合村内の谷，荒期

㊨原田・海家・内野・飯塚・木麗瀬・黒崎※・箱崎※・青柳・

　畝町・赤間・芦遷※・若松・篠栗・宰府・二臼市・甘木※・

　志波・南浜※・今宿・小石原・前原・金武・飯揚・久喜宮・

　大隈　他に「往還筋に差出是迄商売致来由所思」

◎野芥村・福丸暦・宇美村・須葱三寸・上須恵村・津屋崎村・上

　底井野村・下翅口村の内額問・武蔵川原両村の内湯町

　桜井村の内欄園・三奈木村

城下町の拡張部分

城下町周辺の村

店売差免僕場所宿駅

城下や他の在町から遠隔

である為，又は特殊事情

で店売の許可された村

第7表の3　山形県下の市場集落の戸数（明治10年）

1000芦以まh 50G戸以上 200戸以上 200戸以下
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町
　
保

天
　
化
化
　
　
　
宝
輪
　
天

（
　
戯
文
　
　
　
一
　
（

　
　
一
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604

591
（宝r謹F王0ご舞三　432）

512

大石田

高　嵐※

荒　砥

赤湯

　　4S6

（月雪
484

420

397

369

355

i
i
i

（寛政翻

317
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金　山

楯
佐
寺
宿

　
　
音

木
遊
観
常

　　169
（文久旛）

l
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．　125’

　　101

第7表
1
1
り
0

2．3とも※印は。地誌提要に採録されている都市

2．は安藤精一「近世在方商業の研究」

は長井政太郎r山形県の市の研究」を参照。
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我翻近没遷ミ期における都市成立の基盤について（武藤）

り
、
提
要
採
録
の
都
市
と
そ
れ
以
外
と
を
較
べ
れ
ば
明
か
で
あ
る
。

又
闘
一
人
口
規
模
の
都
市
に
つ
い
て
も
撰
択
が
は
た
ら
い
て
い
る
事

が
知
れ
る
。
一
方
政
表
は
、
一
応
人
口
七
人
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ

て
い
る
が
、
地
方
に
よ
り
行
政
町
村
単
位
で
採
録
さ
れ
た
所
と
市
街

地
人
口
で
採
録
し
た
所
が
あ
り
、
全
国
的
な
比
較
に
は
、
必
ず
し
も

適
さ
な
い
。
第
八
表
は
提
要
採
録
都
市
の
規
模
別
分
類
で
あ
る
。
一

般
的
に
云
っ
て
人
口
規
模
の
小
さ
い
都
市
ほ
ど
数
が
多
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
名
邑
の
採
録
に
つ
い
て
は
、
干
人
級
の
都
市
に
つ
よ
い

選
択
が
働
い
て
お
り
、
又
二
千
人
級
の
都
市
も
、
三
千
人
掛
都
市
に

比
し
て
や
は
り
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
右
の
逆
な
欠
点
を
含
む
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、
門
島
と
提

要
を
対
比
し
て
み
る
と
、
政
表
で
は
千
人
級
の
都
市
八
九
七
、
二
干
級

都
市
二
九
五
で
あ
る
。
第
九
表
に
は
二
つ
の
資
料
に
つ
い
て
各
地
方

毎
の
人
口
規
模
別
義
総
数
を
く
ら
べ
て
み
た
。
は
じ
め
に
の
べ
た
様

に
、
高
次
の
市
場
を
背
域
と
し
た
都
市
人
口
を
除
外
す
る
た
め
に
は
、

大
都
市
と
し
て
除
外
入
口
に
舶
う
べ
き
都
市
の
下
限
を
求
め
る
必
要

が
あ
る
が
、
提
要
に
よ
る
地
方
別
の
人
口
規
模
別
都
市
数
を
検
討
し

て
み
る
と
、
名
邑
採
録
に
つ
い
て
選
択
の
は
た
ら
い
て
い
た
二
～
三

麗
人
級
の
都
帯
が
、
大
都
市
と
し
て
取
扱
う
べ
き
下
限
の
線
上
に
あ

計

繁8表　地方別にみた人口規模瑚都市数（『日本地誌要提』による。）

西海南海匡陽i⊥i陰北野東北東山関東東海

　　　　地方別

室吏畷　　畿内
膜（単位干人）
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澱
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る
ど
見
る
事
が
嵐
来
る
。

　
こ
の
ク
ラ
ス
の
都
市
に
対
す
る
撰
、
択
の
は
た
ら
き
方
で
、
表
中
の

各
地
方
は
二
つ
の
型
に
わ
け
ら
れ
る
。
、
一
つ
は
二
千
人
級
と
三
千

人
級
の

都
市
数

に
差
が

な
い
か
、

む
し
ろ

二
千
人

級
都
市

の
方
が

少
い
も

の
で
あ

る
。
こ

の
地
方

は
一
万

人
以
上

の
人
口

を
も
つ

　　　　　第9表　明治初年の主要都市数

（『日本地誌提要』及『共武政表採録』の主要都南数対比）

人　　 lrl　　規　　 模　　 渉」　　都　　 茅好　　数

20P0！999人i30塞翁99人｝50鵯99人17驚99人1・…人以上

AIBiAIB）AIBIAIBIAIB
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1
0
6
1
1
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0
3

◎
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0
ゾ

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

8

4
5
7
6
9
1
2

4
　
9
　
　
Q
げ
　
8

5
4
9
1
0
1
0
1
2
2
9
9
1
2

12

Q2

S0

P7

R3

Q8

X
2
2
2
5
4
5

11

P7

R5

X
2
7
1
2
8
7
1
5
2
7

15

Q6

S6

Q0

S6

Q9

P8

R0

@
2
8
3
7

16

z
1
3
9
1
5
1
0
1
1
9
9
1
4

内
海
東
由
北
陸
陰
陽
．
海
海

畿
東
関
爽
東
北
山
山
　
南
西

資料A儒『霞本地誌提要』による。

ク　B＝『誤陰武政表』による。

城
下
町
も
多
く
、
大
都
市
の
発
達
が
著
し
い
が
、
一
千
人
級
の
都
市

が
採
録
さ
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
程

度
の
規
模
の
集
落
で
、
都
市
的
発
達
を
示
し
て
い
る
も
の
が
少
い
か
、

又
は
存
在
し
て
も
機
能
が
微
弱
で
、
二
千
人
級
都
市
と
比
し
て
著
し

い
格
差
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
考
え
て
二
千
人
級
都

市
は
、
機
能
的
に
、
よ
り
大
な
る
中
心
地
に
近
い
発
展
を
み
せ
て
い

た
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
第
二
の
型
は
、
三
千
人
級
都
市
に
く
ら

べ
て
二
幅
人
払
都
市
の
数
の
方
が
多
い
も
の
で
、
こ
の
型
の
地
方
で

は
、
千
人
級
の
都
市
も
多
数
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
轡
型
の

地
方
で
は
五
～
六
千
人
級
以
下
の
各
階
膠
の
中
心
が
、
順
次
小
さ
な

流
通
圏
を
受
持
ち
、
培
養
圏
の
生
産
力
に
応
じ
た
都
市
約
発
展
を
し

て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
此
様
な
地
方
で
は
、
二
干
人
級
都

市
と
三
隣
人
級
都
市
の
間
に
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
差
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
の
武
蔵
に
お
け
る
中
心
集
落
の
あ
り
方
は
、

此
様
な
下
限
の
状
態
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
右
の
如
く
、
二
干
人
級
都
市
に
つ
い
て
は
、
地
方
に
よ
っ
て
機
能

の
差
が
想
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
何
ら
か
の
人
口
規
模
だ
け
を
基
準
に

し
て
除
外
人
口
と
す
べ
き
都
市
の
下
限
を
定
め
る
こ
と
は
、
正
し
く

な
い
。
さ
ら
に
共
武
政
表
は
前
述
し
た
様
な
調
査
法
の
地
方
差
が
あ
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我魍近世末期における都市成立の藁鐙について（武藤）

る
か
ら
、
人
口
規
模
別
に
都
市
を
網
羅
出
来
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ

に
頼
る
事
は
、
や
は
り
闘
題
が
残
る
。
政
表
と
提
要
を
対
比
し
た
結

果
、
提
要
に
は
、
都
市
的
発
達
の
顕
著
な
名
取
は
、
ほ
ぼ
も
れ
な
く

採
録
さ
れ
て
い
る
と
見
な
せ
る
か
ら
、
高
次
中
心
地
の
み
を
問
題
に

す
る
場
合
は
、
む
し
ろ
地
誌
提
要
が
、
適
当
な
資
料
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
第
一
の
型
に
属
す
る
地
方
で
は
二
千
人
級
都
市
以
上
を
除
外
人

口
と
し
、
第
二
の
型
の
地
方
で
は
三
千
人
級
都
市
以
上
を
除
外
人
口

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
元
内
に
お
け
る
分
業
関
係
の
み
を
ふ
く
ん

だ
人
ロ
を
導
出
出
来
る
。
第
一
型
に
は
、
東
北
・
策
山
・
北
陸
・
南

海
の
諸
地
方
、
第
二
型
に
は
、
畿
内
・
東
海
・
関
東
・
山
陽
・
山
陰

を
ふ
く
め
た
。
但
し
こ
の
分
類
に
は
問
題
が
多
い
こ
と
も
た
し
か
で

あ
る
。
東
北
の
都
市
に
は
、
一
千
人
級
の
も
の
が
多
い
が
、
工
千
人

級
都
市
の
少
い
こ
と
で
第
一
型
に
加
え
た
。
北
陸
は
逆
に
、
一
聖
人

級
と
二
千
人
級
の
ひ
ら
き
の
大
き
い
事
で
第
一
型
と
し
た
。
又
第
二

型
の
内
、
東
海
・
関
東
は
と
く
に
疑
問
が
の
こ
る
。
し
か
し
東
海
地

方
は
三
千
人
級
都
市
が
二
千
人
級
に
比
し
て
多
い
こ
と
、
関
東
は
一

干
人
級
都
市
の
数
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
二
の
型
に
分
類
し
た
。

　
以
上
の
操
作
を
へ
て
、
区
分
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
人
口
を
規
模
別

に
分
類
す
る
と
、
全
国
五
〇
三
プ
ロ
ヅ
ク
中
二
九
四
は
、
人
目
二
～

五
万
人
（
二
万
人
以
下
が
九
つ
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
、
五
万
人
以

上
）
五
万
人
台
を
加
え
る
と
三
六
六
で
あ
る
。
五
万
人
以
上
の
ブ
ロ

ッ
ク
は
先
の
埼
玉
郡
や
足
立
郡
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
単
元
の
和

と
見
な
せ
る
か
ら
、
境
界
設
定
に
よ
っ
て
単
元
人
口
に
対
す
る
混
乱

が
生
ず
る
原
因
と
は
な
ら
な
い
。

　
次
に
農
業
生
産
力
の
指
標
と
し
て
、
石
高
を
用
い
た
。
土
地
生
産

力
の
掘
握
と
し
て
の
石
高
欄
は
、
封
建
支
配
体
欄
の
本
質
に
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
の
直
接
的
把
握
で
は
な
い
と
さ
れ
、
又
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

地
的
に
特
殊
な
石
盛
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
明
治
六
年
の
宮
内
省
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

税
察
調
に
よ
る
全
国
石
高
調
に
よ
っ
て
、
国
毎
に
全
国
総
高
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
百
分
率
（
A
）
を
求
め
、
こ
れ
と
、
明
治
十
年
全
國
農
産
表
の
国

別
農
産
額
（
普
通
農
産
額
合
計
及
び
特
有
普
通
農
産
額
合
計
）
に
つ
い
て

も
と
め
た
、
同
じ
く
全
国
総
額
に
対
す
る
百
分
率
只
B
）
及
（
C
）
〕

を
対
比
し
て
み
る
と
、
各
国
の
普
通
農
産
額
の
比
率
は
、
石
高
の
比

率
と
近
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
な
り
大
き
な
地
域
を
比
較
す

る
場
合
は
、
石
高
に
よ
る
生
産
力
把
握
は
妥
当
性
を
も
ち
得
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
本
論
で
は
、
各
々
の
国
に
つ
い
て
、
出
来
る
だ

け
普
通
農
産
額
の
全
国
産
額
に
対
す
る
比
率
に
近
く
な
る
様
、
修
正

　
　
　
⑧

を
加
え
た
。
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人
口
、
石
高
に
つ
い
て
以
上
の
裏
作
を
加
え
た
上
、
石
高
一
石
に

対
す
る
人
口
密
度
（
R
）
を
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
算
出
し
た
。

①
地
方
行
政
区
鋼
便
覧
に
よ
る
。
但
し
明
治
六
年
の
園
胴
入
口
が
田
本
地
誌
提
要

　
に
よ
っ
て
明
か
と
な
る
の
で
、
こ
の
問
の
国
別
人
口
増
加
率
に
応
じ
て
、
ブ
ロ
ッ

　
ク
携
人
口
を
明
治
六
年
の
照
荊
人
口
の
ワ
ク
に
修
正
。

②
戸
籍
寮
明
治
六
年
一
月
｝
濤
の
表
簿
に
据
る
人
口
を
示
す
。

③
明
治
五
～
八
年
に
わ
た
り
陸
軍
省
が
地
方
官
に
依
嘱
し
て
調
査
し
た
も
の
。
共

　
武
政
表
の
都
粥
に
つ
い
て
は
、
海
野
橿
寿
「
明
治
初
年
都
市
研
究
の
二
・
三
の
問

　
題
。
」
（
地
方
⊥
災
研
究
協
議
会
『
揖
本
の
町
』
盟
所
収
。
昭
和
黛
五
年
）
に
よ
る
。

④
中
村
吉
治
「
石
高
鰯
と
封
建
制
」
（
『
史
学
礫
誌
』
六
九
巻
七
丹
）
。

⑤
菊
地
利
夫
『
漸
田
隅
発
』
昭
和
三
八
年
。
金
井
円
『
藩
政
』
昭
和
三
七
年
。

⑥
｛
部
は
「
正
保
・
元
禄
・
天
保
・
明
治
石
癌
比
較
表
」
（
束
京
大
学
史
料
編
纂

　
所
蔵
）
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
同
表
以
外
の
二
分
は
、
菊
地
利
夫
氏
の
「
震
蕩
控
」

　
の
借
覧
を
得
て
、
こ
れ
に
よ
0
た
。

⑦
『
農
業
発
達
史
講
座
』
第
一
〇
巻
所
収
の
複
刻
版
に
よ
る
。

⑧
詳
細
は
略
す
。
皇
別
の
農
作
物
携
成
及
農
産
物
価
格
を
考
慮
し
て
系
数
を
定
め

　
た
。
尚
作
物
構
成
は
、
堀
江
英
一
編
『
幕
末
維
新
の
農
業
構
造
』
所
収
の
、
前
記

　
「
農
産
表
」
集
計
に
よ
る
。

幽ノ、

　
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
石
高
一
石
当
り
人
口
密
度
（
R
）
を
算
出
し
て
得

ら
れ
る
地
域
的
特
色
は
、
極
端
に
高
い
値
が
、
大
都
市
周
辺
及
び
山

間
部
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
あ
ら
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
石
高
と

し
て
把
握
さ
れ
る
生
産
力
が
、
米
作
中
心
で
あ
る
事
と
関
連
し
て
い

①る
。
第
十
表
の
地
形
区
毎
の
R
値
の
対
比
で
は
、
平
野
部
か
ら
中
間

部
山
間
部
へ
と
ピ
ー
ダ
が
高
く
な
り
、
海
岸
部
（
た
だ
し
海
岸
平
野
の

発
達
の
乏
し
い
リ
ア
ス
式
海
岸
地
帯
）
の
R
が
も
っ
と
も
高
い
。
従
っ
て

R
値
を
高
め
る
要
因
と
し
て
、
地
形
の
影
響
を
う
け
た
農
業
様
式
の

差
と
、
地
域
内
の
経
済
的
発
展
の
二
つ
が
作
用
し
て
い
る
事
に
な
る
。
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簿壊 （a）

工HGFEDCBA
RS座擦
の区分※

地方名

43

V
1
2
必
G
3
4
1
4
1
5
1
2
1
7

2
　
　
1
1
3

1
　
　
　
　
　
1

0
0
　
ρ
0
　
　
り
Q
　
8

11

S
1
0
9
7
1
8

3
　
3
　
9

「
6
2
5
5
8
3

－
　
　
n
り

3

1

3
　
　
1
　
　
4
　
　
　
　
9
　
　
7
　
　
　
　
Q
り

㎝
2
1
ま
　
「3
　
1
　
　
　
　
7
　
3

－
　
腔
1
　
4

4
1
一
1
2
2

1

1 2

北
睦
東
北
海
内
陰
陽
海
海

菓
北
関
棄
東
畿
出
山
南
西

そ
こ
で
二
つ
の
作
用
を

分
離
す
る
た
め
に
、
次

の
方
法
を
用
い
た
。

　
ま
ず
、
石
高
と
し
て

評
価
の
ひ
く
い
自
給
的

畑
作
が
全
域
に
わ
た
っ

て
展
開
し
て
い
る
地
方

と
、
人
口
稠
密
な
陳
い

平
野
で
主
と
し
て
水
田

農
業
が
営
ま
れ
、
の
こ

り
は
ほ
と
ん
ど
無
人
の

出
間
部
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
地
方
と
を
考
え

て
み
る
と
、
前
者
で
は
、

石
盛
り
の
行
わ
れ
る
範

囲
が
狭
く
、
逆
に
後
者

は
耕
地
の
ほ
と
ん
ど
全

体
に
石
盛
り
が
な
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
ブ
揖
ッ

ク
全
画
面
に
対
す
る
石
盛
の
量
は
、
前
者
は
小
さ
く
、
後
者
は
大
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
前
者
で
は
農
業
生
産
基
盤
に
対
す
る
過
少
評
価

が
お
こ
っ
て
R
が
極
端
に
高
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
ブ
ロ
ッ
ク
面

　
　
ヨ

積
1
㎝
に
対
す
る
石
高
数
を
R
に
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
大
評

　
　
玉

鯛
は
減
殺
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
数
値
は
、
実
は
各
プ
ロ
ッ

　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ク
の
一
㎝
当
り
人
口
密
度
で
あ
る
。

　
　
　
1

　
今
κ
軸
に
〔
ブ
ロ
ヅ
ク
面
積
”
石
高
〕
（
S
）
、
ツ
軸
に
〔
ブ
ロ
ッ

ク
人
口
”
石
高
〕
（
R
）
を
と
れ
ば
、
R
S
座
標
上
に
お
い
て
各
ブ
ロ

ッ
ク
の
占
め
る
位
譲
と
原
点
を
む
す
ぶ
直
線
の
勾
配
は
各
ブ
ロ
ッ
ク

の
入
口
密
度
を
あ
ら
わ
す
。
S
に
お
O
を
剰
じ
て
お
く
と
逡
”
随
聾
H

の
懇
合
密
度
（
D
）
§
、
こ
↓
の
懇
㌣
・
・
。
。
を
あ

ら
わ
す
。
地
形
区
別
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
R
S
座
標
を
み
る
と
、
平

野
ほ
ど
S
が
小
さ
く
、
山
間
部
ほ
ど
大
で
あ
る
。

　
R
S
座
標
で
㈹
～
①
（
第
1
1
表
参
照
）
に
至
る
区
分
を
設
け
、
各
ラ
ン

ク
に
位
毒
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
数
を
地
方
別
に
示
せ
ば
第
十
一
表
の
如

く
で
あ
る
。
（
図
略
す
）
こ
の
場
合
、
水
田
農
業
そ
の
も
の
に
生
産
力

の
差
が
な
い
二
つ
の
地
域
を
考
え
る
と
、
石
高
の
大
小
は
、
人
口
集

中
地
域
の
大
小
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
夕
軸
は
、
水
瞬
農
業

地
帯
の
人
口
密
度
で
あ
り
、
藩
軸
は
、
そ
の
様
な
人
口
集
中
地
域
が
、
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第
1壊

　
（

b）

、
、
　
　
　
RS座

標
　

t．
’

t
ttt

tt．
の

区
分

※
　

A

地
方
別
＼

一
¶一、

「匠－北｝莫
ぎ

’竃、　一i、

欝
　
　

@
　

畿

一
一

」

」
雌南

北陵

一：、

舞I
LI

海内陰陰海海

田羽臓原

坂足吉荏葉
栗

（
羽

島
）

大
阪

北
河

内

名
東

飽
託

B

海
部

中
河
内

蛎
1

c

足
称

筑
波

，
東

蔦
飾
，
豊
島
，
高
座
，

中浜
名

神
戸

磯
域

，
高

市
，

北
葛

城

印
南
，
芦
晶
，
吉
敷

板
野

D

射
水
，
河
北
，
鹿
嶋楽城飾倉埼海知，　北

困難葛鎌神器愛羽　泉城

撫難羅鵬凝

議器差痴鈍飯重日名見習

佐山逆埼更宝葱春桑銀鉱加
古

，
揖

保
，

飾
磨
，

邑
久

，
都

宇
，

深
安
，

厚
狭

海
草

ヨ
池
，
京
都
，
佐

賀

三
養

基

E

上
道

三
瀦

，
浮

羽

F

耕
具

那
河

，
茨

城

植
科

，
水

内

京
都

名
西
，
温
泉
，
周
桑

G　
th

1－
1

村
1．

li謡
央

置
理

，

河
沼

古
志
，
亨
｝
i源

，
三
嶋
，

婦
負

香
取
，
市
原
，
横
浜

由
梨

，
養

老
，

坂
田

栗
太
，
小
笠
，
中
嶋

摺
辺

，
添

上

氷
上
，
峰
出
誠
埼
，

気
高
，
西
始
，
八
東
，

簸
川

加
東
，
カ
P西

，
明
石
，

美
嚢
，
加
薬
，
窪
田

木
田
，
仲
多
度

筑
紫
，
早
良
，
鞍
手
，

遠
賀
，
maJII，

宇
佐
，

大
分
，
杵
島
，
宇
土
，

玉
名
漉
本

志
田

，
遠

田

芳
賀

御
野

糸
島

1

津
軽

，
｝

汗
沢

，
江

刺
，

石
川
，
飽
海
，
平

鹿
，

宮
城
，
名
坂
，
安
積

天
田

，
岩

美

広
島

富
崎

※
R
S座

漂
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区
分
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）

　
x
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S
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o
．
s
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〈
1
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ブ
ロ
ッ
ク
全
域
で
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り
を
占
め
る
か
を
示
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
κ
軸
は
水
田
農
業
以
外
の
農

業
的
生
産
基
盤
1
1
自
給
的
な
畑
作
の
ひ
ろ
が
り
を
示
す
と
も
云
え
る
。

先
述
の
如
く
、
石
盛
り
は
前
者
中
心
で
、
後
者
は
過
少
評
価
又
は
全

く
評
価
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
前
者
の
分
布
が
、
地
形
的
に
制
限
さ
れ

る
地
域
で
は
、
R
は
分
母
が
過
少
な
た
め
に
、
過
大
に
あ
ら
わ
さ
れ

る
。
こ
の
た
め
R
の
値
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
発
達
し
た
地
域
内
の
経

済
構
造
の
結
果
か
、
右
の
如
き
、
地
形
の
影
響
か
区
分
出
来
な
い
。

（
R
S
座
標
の
㈲
と
⑥
㈲
な
ど
y
同
蒔
に
人
口
密
度
だ
け
で
も
、
全
般
に

疎
ら
な
人
ロ
分
布
を
示
し
て
い
る
地
域
と
、
水
田
地
帯
で
の
人
口
の

密
集
が
、
周
辺
の
非
居
住
地
域
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
て
い
る
場
合
と

を
区
別
出
来
な
い
。
そ
れ
故
右
の
区
分
で
は
、
こ
の
二
つ
の
変
数
を

組
合
せ
て
用
い
た
。

　
第
十
一
表
③
㈲
か
ら
見
る
と
、
O
－
1
一
〇
〇
～
卜
。
O
O
、
閑
U
O
ひ
～
H
・
O

の
聞
（
　
　
　
　
ラ
D
と
G
）
に
も
つ
と
も
多
く
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
集
中
し
て
い
る
。

0の

ﾉ
属
す
る
諸
ブ
ロ
ヅ
ク
は
、
人
口
密
度
の
も
っ
と
も
低
い
地
域
、

従
っ
て
農
業
的
生
産
基
盤
の
上
に
た
つ
地
域
内
分
業
の
展
開
の
も
っ

と
も
お
く
れ
た
地
域
で
あ
る
。
従
っ
て
其
様
な
分
業
を
包
含
し
、
そ

の
活
動
の
中
核
と
な
る
車
町
の
発
展
も
遅
れ
た
地
域
で
あ
る
。
東
北

・
東
山
・
中
国
・
四
国
・
九
州
そ
れ
に
関
東
山
麓
部
の
各
ブ
ロ
ッ
ク

が
、
こ
の
群
の
大
多
数
を
し
め
、
東
海
・
畿
内
及
そ
の
周
辺
の
諸
多

．
は
，
こ
れ
に
属
す
る
事
が
最
も
少
い
。
次
に
平
野
部
の
ブ
ロ
ッ
ク
の

み
を
、
R
S
座
標
に
よ
っ
て
分
類
し
た
㈲
表
に
よ
れ
ば
、
平
野
部
で

ω
に
属
す
る
の
は
、
東
北
の
も
の
を
除
け
ば
山
陰
の
天
田
・
岩
美
・

広
島
周
辺
、
日
向
の
宮
崎
だ
け
で
あ
る
。
一
方
㈲
⑬
に
属
す
る
の
は
、

関
棄
平
野
・
濃
美
平
野
・
大
阪
平
野
・
筑
後
平
野
・
熊
本
平
野
等
に

位
即
し
て
大
都
市
の
周
辺
に
あ
る
諸
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。

　
地
方
別
に
も
っ
と
も
多
く
の
ブ
ロ
ヅ
ク
が
集
中
す
る
の
は
、
東
北

が
ω
、
北
陸
・
中
国
・
九
州
は
⑨
、
関
東
・
東
海
・
近
畿
は
勧
で
あ

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
平
野
ブ
ロ
ッ
ク
は
R
が
ρ
q
～
O
μ
、
D
が
H
O
O
～

b。

n
O
の
問
に
あ
る
。
東
山
・
四
国
の
ブ
ロ
ヅ
ク
は
そ
れ
ぞ
れ
⑪
、
⑯
、

⑥
な
ど
に
属
す
る
。
北
陸
の
平
野
の
内
、
足
羽
・
坂
井
・
吉
田
の
三

郡
は
、
い
ず
れ
も
㈱
に
属
す
る
が
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
越
前
の
郡

で
あ
る
事
か
ら
、
特
別
の
事
惰
が
あ
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
除
外

し
て
お
く
。
一
方
巾
国
で
は
、
山
陽
の
諸
郡
が
⑥
㈲
に
、
山
陰
側
が

⑨
に
と
、
か
な
り
は
っ
き
り
分
れ
て
い
る
。

　
右
様
な
R
S
座
標
上
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
位
置
か
ら
、
も
っ
と
も
多

く
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
集
中
す
る
㈲
⑧
へ
の
あ
つ
ま
り
方
を
各
地
方
別
の
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平
均
的
な
状
態
と
考
え
れ
ば
、
先
に
二
～
三
千
人
級
の
都
市
の
発
達

に
よ
っ
て
類
型
化
し
た
1
型
は
⑧
に
、
2
型
は
⑩
に
集
中
す
る
傾
向

が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
一
G
型
、
2
D
型
の
区
分
と
は
関
係
な
く
、

又
地
形
的
影
響
を
除
く
た
め
に
平
野
部
の
プ
ロ
ヅ
ク
に
限
っ
て
み
て

も
、
周
辺
と
異
っ
た
高
い
人
口
密
度
を
も
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
（
⑬
⑧
⑥

等
）
が
、
単
元
内
の
経
済
的
発
展
の
遅
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
地

方
に
も
存
在
す
る
事
、
又
右
の
二
類
型
（
書
単
元
内
の
経
済
的
発
展
が

進
ん
だ
所
と
遅
れ
た
所
）
が
、
各
地
方
毎
の
大
都
市
の
分
布
状
態
と
対

応
を
見
せ
な
い
事
も
指
適
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
前
者
、
即
ち
二
つ
の
類
型
化
が
重
り
合
う
と
い
う
事
は
、
人
口
規

模
の
小
さ
い
、
低
次
の
中
心
集
落
の
都
市
的
発
展
は
、
周
辺
に
お
け

る
経
済
臨
発
展
の
高
度
化
に
柑
応
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

他
方
、
後
者
の
事
実
は
、
城
下
・
港
湾
・
特
権
都
市
等
、
封
建
社
会

の
大
都
市
が
、
周
辺
の
生
産
力
的
基
礎
と
游
離
し
て
い
る
こ
と
が
原

因
で
あ
る
。
例
え
ば
城
下
町
は
、
領
国
的
生
産
力
基
盤
の
上
に
立
つ

兵
農
分
離
を
軸
と
し
て
お
り
、
そ
の
生
産
力
基
盤
を
な
す
領
国
の
地

域
的
統
一
は
、
慮
己
完
結
…
的
な
再
生
産
構
造
を
も
つ
下
部
単
位
の
生

み
出
す
余
響
の
総
和
を
、
政
治
的
に
集
結
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
成

立
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
機
能
的
分
化
を
示
し
、
従
っ
て
相
互

に
依
存
的
な
地
域
単
元
の
有
機
的
結
合
と
し
て
、
経
済
的
に
統
合
す

る
事
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
城
下
町
は
、
こ
の
点
で
も
領
国
の

　
　
　
　
③

中
心
で
あ
る
。
し
か
し
領
国
市
場
の
下
部
単
位
を
な
す
地
域
単
元
の

経
済
活
動
は
、
決
し
て
領
国
的
枠
の
中
に
閉
込
め
ら
れ
た
の
で
は
な

い
。

　
第
五
節
で
、
上
級
の
写
場
流
通
を
背
景
に
も
つ
大
都
市
の
範
癖
に

属
さ
せ
た
都
市
の
分
布
を
、
地
方
別
に
対
比
し
た
第
八
表
下
欄
を
見

る
と
、
R
S
座
標
で
は
、
経
済
的
発
展
が
お
く
れ
て
い
る
と
見
な
さ

れ
た
東
北
・
九
州
・
北
陸
等
が
、
関
東
、
東
海
・
山
陽
等
先
進
的
と

見
ら
れ
る
地
方
よ
り
高
度
の
分
布
を
み
せ
て
い
る
。
又
十
一
衷
に
も

示
し
た
如
く
、
一
般
に
お
く
れ
た
地
方
と
さ
れ
る
所
に
も
、
特
殊
な

高
い
入
口
密
度
を
示
す
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
り
と
く
に
地
形
的
限
定
を
の

ぞ
け
ば
全
羅
各
地
に
散
在
す
る
。
此
事
か
ら
、
山
妻
部
や
海
岸
部
の

ブ
ロ
ッ
ク
中
に
は
、
商
品
生
産
に
参
加
す
る
事
に
よ
っ
て
、
高
度
の

人
口
支
持
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
地
方
も
あ
る
事
が
、
推
論
さ
れ
る
。

従
っ
て
全
国
洗
腸
と
各
々
の
ブ
μ
ヅ
ク
と
の
か
か
わ
り
あ
い
即
ち
、

各
地
域
単
元
の
全
国
市
場
へ
の
参
加
の
し
か
た
が
、
地
方
約
領
国
的

生
産
力
を
と
び
こ
え
た
、
単
元
毎
の
生
産
力
の
発
展
や
都
市
発
達
の

背
景
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
前
に
提
出
し
た
、
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単
元
内
の
生
産
力
の
発
展
と
上
級
市
場
と
の
関
係
が
生
ず
る
。

　
①
　
R
の
値
の
高
い
出
聞
、
海
鎌
都
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
先
述
の
明
治
一
〇
年

　
　
全
国
農
国
表
郡
別
統
計
を
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
、
ソ
バ
、
粟
、
イ
モ
類

　
　
な
ど
を
申
心
と
す
る
自
給
的
畑
作
地
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
そ
の
原
閣
と
し
て
は

　
　
地
形
的
影
響
が
つ
よ
い
。

　
②
　
尚
、
石
高
に
よ
る
生
産
力
把
握
に
鷲
す
る
地
形
的
影
響
は
充
分
除
去
し
切
れ
て

　
　
い
な
い
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
前
顔
で
、
石
高
に
対
す
る
諸
修
正
を
圏
単
位
で
行

　
　
つ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③
松
本
豊
寿
讐
近
世
城
下
町
の
変
質
偏
（
『
地
理
学
評
論
』
三
五
一
五
）
。

七

　
封
建
社
会
の
物
質
的
基
礎
を
な
す
農
業
生
産
は
、
必
ず
し
も
直
接

生
産
者
に
お
け
る
生
産
力
の
拡
大
と
し
て
成
就
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
最
も
基
本
的
な
米
の
生
産
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
持
添
新
田
や
切

添
方
式
な
ど
と
呼
ば
れ
る
農
民
の
．
零
細
な
耕
地
拡
大
と
な
ら
ん
で
、

藩
営
や
町
人
講
な
ど
の
開
拓
事
業
が
み
ら
れ
る
が
、
現
実
の
耕
地
の

需
要
量
を
上
魍
る
開
発
の
た
め
、
本
田
の
荒
廃
を
ま
ね
く
と
し
て
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
①

止
論
す
ら
生
れ
て
い
る
。
米
以
外
の
商
晶
作
物
の
栽
培
が
藩
の
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

性
の
下
に
奨
励
さ
れ
た
事
は
「
国
産
奨
励
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

遠
隔
の
中
央
布
場
に
お
け
る
需
要
を
契
機
と
す
る
商
晶
生
産
の
拡
大

を
、
都
市
の
商
人
は
座
し
て
待
機
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
ら
自

身
の
側
に
も
成
長
が
あ
り
発
展
が
あ
り
、
再
生
産
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

彼
等
は
、
商
晶
の
供
給
地
を
確
保
し
拡
大
す
る
た
め
に
地
方
へ
進
出

し
、
そ
の
結
果
、
広
い
市
場
と
め
接
触
が
可
能
に
な
っ
た
地
域
で
、

商
品
生
産
の
発
展
が
見
ら
れ
る
。

　
武
蔵
秩
父
郡
の
絹
織
物
は
、
北
条
氏
時
代
か
ら
、
岡
部
面
瀬
村
根

古
屋
附
近
よ
り
織
出
さ
れ
、
根
古
屋
絹
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、

当
地
方
の
絹
織
物
が
大
量
に
生
産
さ
れ
、
取
引
量
の
多
く
な
る
の
は
、

十
八
世
紀
よ
り
後
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
三
年
当
蒔
の
忍
藩
秩

父
領
二
十
七
ヵ
村
中
「
上
木
畑
」
と
称
さ
れ
る
桑
畑
が
課
税
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
七
ヵ
村
に
す
ぎ
な
い
。
又
、
寛
文
十
九

年
同
郡
蒔
田
村
年
貢
皆
済
目
録
に
は
「
一
、
永
二
百
七
拾
四
文
絹
の

割
」
と
あ
っ
て
、
絹
織
物
生
産
に
対
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
が
、
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

貢
現
額
三
六
貫
一
七
〇
文
に
比
す
れ
ば
、
微
少
な
浮
役
で
あ
っ
た
。

降
っ
て
宝
永
六
年
に
は
、
先
に
引
用
の
絹
布
の
掟
が
成
立
し
て
い
る

が
、
当
地
の
絹
市
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
こ
れ
が
最
も
古
い
も

　
　
　
⑤

の
と
云
う
。
秩
父
妙
見
往
霜
月
大
祭
に
来
る
絹
大
市
取
扱
高
報
告
で

は
、
享
保
十
六
年
す
で
に
九
干
疋
余
を
記
録
し
て
い
る
か
ら
、
十
七

世
紀
形
半
か
ら
十
八
世
紀
初
期
に
か
け
て
、
急
速
に
生
産
が
広
ま
つ

　
　
　
　
　
　
⑥

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
幕
府
が
、
長
崎
か
ら
の
中
國
生
糸
輸
入
減
少
を
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補
う
た
め
に
、
和
糸
・
織
物
・
真
綿
等
の
生
産
を
奨
励
し
た
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

そ
の
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
天
明
年
問
に
は
、
大
宮
郷

を
中
心
と
す
る
秩
父
地
方
で
、
年
期
五
万
三
千
疋
に
の
ぼ
る
絹
・
太

織
・
真
綿
が
取
引
さ
れ
、
こ
れ
を
金
額
に
し
て
こ
六
、
五
〇
〇
両
、

当
時
の
米
価
で
米
に
換
箪
す
る
と
二
万
八
千
磁
石
で
、
秩
父
盆
地
内

の
村
に
総
高
二
万
四
千
石
余
を
は
る
か
に
上
廻
る
9
明
和
年
間
か
ら

は
、
絹
大
年
の
期
間
も
従
来
の
十
一
月
三
・
四
両
日
で
あ
っ
た
の

が
、
三
日
目
ら
六
日
ま
で
に
延
長
さ
れ
、
取
引
金
額
も
こ
の
期
に
最

高
額
に
達
す
る
。
御
年
貢
地
の
閤
迄
桑
を
植
立
て
る
村
が
あ
る
、
と

記
さ
れ
る
の
も
同
じ
頃
で
あ
る
。
最
盛
期
を
む
か
え
た
秩
父
地
方
協

業
の
取
引
関
係
は
、
網
仲
買
の
手
中
に
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
、
江
戸

・
京
都
・
大
阪
な
ど
大
都
市
の
問
鷹
か
ら
（
注
戸
白
木
歴
、
越
後
麗
、

伊
豊
蔵
、
京
都
桝
屋
、
高
崎
近
江
屋
）
資
金
の
前
貸
し
を
う
け
て
絹
市
で

買
手
に
立
ち
、
又
農
村
を
買
廻
っ
て
注
文
さ
れ
た
品
を
集
荷
し
、
資

金
元
へ
送
る
ば
か
り
で
、
良
ら
販
路
を
拡
大
す
る
ま
で
の
成
長
を
遂

　
　
　
　
　
　
　
⑧

げ
る
事
が
な
か
っ
た
。
と
は
云
え
先
述
下
吉
田
村
と
の
論
争
忙
見
る

如
く
、
郡
内
に
お
け
る
彼
ら
の
購
買
力
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
し
、

児
玉
郡
榛
沢
郡
に
も
及
ぶ
大
き
な
集
荷
機
能
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
江
戸
を
は
じ
め
大
都
市
の
問
屋
の
資
金
援
助
の
下
で
、

大
都
市
の
需
要
に
む
け
て
出
荷
す
る
と
い
う
活
動
を
通
じ
て
な
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
ら
の
存
在
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
秩
父
農

民
の
再
生
産
構
造
の
中
に
網
野
が
不
可
欠
の
地
位
を
占
め
る
に
至
っ

た
と
云
え
よ
う
。
桐
生
で
も
、
元
禄
頃
に
は
じ
ま
る
京
都
と
の
関
係

が
、
伊
勢
崎
で
も
江
戸
と
の
結
び
つ
き
が
、
絹
織
物
生
産
の
契
機
と

　
　
　
　
⑨

な
っ
て
い
る
。

　
一
方
面
民
の
側
に
も
、
よ
り
広
い
市
場
と
の
結
合
に
よ
っ
て
生
産

拡
大
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。
近
世
の
商
贔
生
産
は
、
農
閑
余
業

の
形
で
全
国
各
地
に
展
開
し
て
お
り
、
領
主
側
も
む
し
ろ
こ
れ
を
観

騙
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
直
接
生
産
者
に
と
っ
て
其
様
な
農
業

以
外
或
は
特
殊
農
産
物
の
生
産
は
、
貢
納
及
自
給
を
閤
的
と
す
る
本

来
の
生
産
活
動
の
弱
体
を
補
っ
て
、
臼
ら
の
再
生
産
を
確
保
す
る
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
も
、
又
貢
納
そ
の
も
の
の
認
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
此
様
な
い

わ
ば
窮
迫
的
な
商
隔
生
産
の
脆
弱
さ
は
、
わ
ず
か
の
冥
加
金
の
微
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
、

に
よ
っ
て
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
会
津
蝋
の
生
産
な
ど
に
、
そ
の
例
を

見
る
事
が
出
来
る
。
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
商
品
生
産
と
流
通
は
、

此
様
に
さ
さ
や
か
な
農
民
約
利
益
と
、
広
域
市
場
に
お
け
る
商
人
の

利
益
及
領
主
側
の
利
得
の
、
あ
る
種
の
妥
協
点
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。
本
来
自
給
用
の
生
産
物
を
、
余
剰
の
あ
る
場
合
の
み
販
売
す
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応命闘測における都as成立の基盤について賦藤）

る
程
度
の
商
品
化
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
生
産
を
拡
大
し
、
広
い
市
場

に
お
け
る
商
品
化
を
目
的
と
し
て
生
産
す
る
た
め
に
は
、
土
地
に
縛

さ
れ
た
農
民
は
特
権
商
人
や
大
都
市
商
人
の
流
通
ル
ー
ト
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
様
な
妥
協
的
結
合
の
結
果
と
し
て
、
地
域
単
元

内
の
生
産
構
造
の
他
の
部
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
関
係
な
く
商
贔
生
産

が
拡
大
し
、
大
量
の
商
晶
の
流
通
を
担
当
す
る
機
構
が
、
単
元
内
の

再
生
産
構
造
と
の
パ
ラ
ソ
ス
を
こ
え
て
入
り
込
み
、
都
市
に
結
晶
す

る
機
会
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
又
商
品
生
産
拡
大
に
よ
る
生
産
力
向
上

と
い
う
成
果
に
対
し
て
、
高
価
な
分
け
前
を
要
求
し
つ
つ
商
業
資
本

の
侵
入
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。
出
羽
村
山
地
方
の
約
花
生
産
を
め

ぐ
る
照
合
流
通
は
、
近
世
中
期
以
降
を
た
ど
れ
ば
、
初
め
は
京
都
問

屋
の
、
宝
暦
安
永
期
に
は
京
都
及
江
戸
商
人
の
支
配
下
に
あ
り
、
後

に
は
在
町
商
人
、
豪
農
商
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
含
み
つ
つ
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
支
配
に
割
込
ん
で
く
る
と
云
わ
れ
る
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
、
地
域
単
元
内
の
生
産
力
向
上
と
分
業
の
展
開

は
、
前
者
が
後
者
の
原
因
で
あ
る
と
ば
か
り
は
云
え
な
い
の
で
あ
っ

て
、
両
表
が
一
つ
の
原
因
（
全
国
市
国
の
展
開
）
の
同
晴
的
な
二
つ
の

結
果
と
も
、
或
は
逆
に
商
晶
流
通
の
発
達
が
、
地
域
生
産
力
を
高
め

る
契
機
と
な
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
此
様
な
全
圏
市
場
の

展
開
は
、
単
に
都
市
の
発
達
基
盤
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
近
世
の
様

々
な
地
域
差
の
聞
知
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
先

に
小
都
市
の
発
達
と
地
域
単
元
の
農
業
的
基
盤
の
関
係
で
見
た
如
き
、

進
ん
だ
地
域
、
遅
れ
た
地
域
と
い
う
差
は
、
全
国
市
場
へ
の
結
合
と

い
う
点
で
は
、
全
国
の
ど
の
地
域
も
前
後
の
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
兵
農
分
離
等
の
政
治
的
要
因
と
と
も
に
、
経

済
的
な
要
因
が
全
国
隅
々
ま
で
同
時
的
に
作
用
す
る
事
を
意
味
し
、

園
内
の
各
地
が
、
前
後
の
関
係
で
は
な
く
、
全
團
市
場
に
於
て
ど
の

、
様
な
役
割
を
果
す
か
に
よ
っ
て
地
域
分
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ざ
ら
に
近
世
末
と
い
う
時
代
は
、
こ
れ
ら
の
作
用
が
、
次
第
に
共
同

体
的
ワ
ク
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
直
接
生
産
者
に
対
し
て
、
外

壁
の
媒
介
を
へ
ず
し
て
効
力
を
及
ぼ
す
段
階
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
全
國
市
場
を
頂
点
と
し
、
そ
の
下
の
各
次
元
の
市
場
的
経

済
領
域
が
相
互
の
孤
立
的
自
給
的
経
済
構
造
に
も
と
づ
い
て
、
各
々

の
ベ
ー
ス
で
経
済
的
発
展
を
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
地
域
性
と
、

政
治
的
経
済
的
な
権
力
が
、
個
々
め
経
済
領
域
の
発
展
の
歩
調
や
内

部
的
均
衡
に
は
無
頓
着
に
、
高
次
の
市
場
関
係
を
通
し
て
分
業
関
係

を
展
開
さ
せ
得
た
と
い
う
意
味
で
の
同
時
性
が
、
混
然
と
し
て
諸
地

域
を
形
成
し
て
い
た
。
近
代
国
家
と
い
う
甲
冑
の
下
で
は
、
国
民
市
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場
を
構
成
す
る
諸
地
域
は
、
も
し
そ
の
身
体
が
分
解
し
て
し
ま
う
事

を
欲
し
な
い
な
ら
、
身
体
全
体
の
動
き
と
同
じ
ペ
ー
ス
で
行
動
し
、

身
体
の
一
部
と
し
て
、
そ
れ
に
棺
応
し
い
機
能
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
封
建
社
会
の
下
で
準
備
さ
れ
て
き
た
全
国
市
場
は
、
支
配
体
制

の
変
革
を
ま
っ
て
、
技
術
的
な
網
互
孤
立
性
の
後
退
と
、
経
済
的
な

相
互
依
存
性
の
強
化
に
も
と
づ
い
て
、
国
民
市
場
と
し
て
、
そ
の
市

場
内
部
の
諸
地
域
を
、
此
様
な
新
し
い
地
域
性
の
下
に
統
合
し
ょ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
全
国
市
場
に
先
出
っ
て
領
国
市

場
の
通
っ
た
道
で
あ
り
、
後
に
ば
国
民
市
場
を
こ
え
た
経
済
領
域
に

よ
っ
て
辿
ら
れ
る
べ
き
過
程
で
あ
る
。

　
①
菊
地
利
炎
、
前
掲
書
。

　
②
金
井
園
『
藩
政
』
昭
黎
工
七
年
。

③
「
忍
藩
秩
父
領
戯
話
史
料
集
」
所
収
「
卯
之
年
秩
父
流
雛
物
成
可
納
割
付
之
帳
」

　
に
よ
番
。

④
前
掲
『
秩
父
織
物
変
遷
史
』
。

⑤
　
『
秩
父
男
星
』
昭
和
三
七
年
。

⑥
松
本
家
御
用
日
記
類
抄
二
五
八
。

⑦
⑧
　
前
掲
、
秩
父
織
物
変
遷
史
。

⑨
　
太
閏
晃
舜
門
近
世
に
お
け
る
関
東
出
麓
機
業
の
分
布
形
態
』
（
出
南
受
哉
編
『
近

　
世
関
菓
の
歴
史
地
理
』
昭
瀦
三
八
年
浮
紋
）
。

⑩
　
松
本
家
御
用
日
記
三
聖
一
穴
八
i
一
七
六
、
三
三
〇
ニ
ー
三
〇
五
等
は
、
商
人

　
ら
に
よ
る
三
三
会
所
設
立
願
に
対
し
、
村
々
よ
り
御
年
貢
土
納
の
障
り
に
な
る
と

　
反
対
し
て
い
る
。

⑪
　
古
川
古
松
軽
「
束
遊
雑
記
」
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
本
）
。

⑫
嗣
前
註
⑩
及
び
商
入
宿
や
、
そ
の
問
屋
化
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
註
⑫
。

⑬
守
屋
嘉
美
、
前
掲
論
文
。

　
　
こ
の
研
究
の
た
め
に
快
く
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
方
々
、
訪
れ
た
各
地
で

　
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
方
に
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
火
学
大
学
院
学
生
）
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been　a　representative　businessman　of　the　period　and　a　beginner　of

the　Mifeatas．味方氏，鋤e　most　famous　Yamanuslzi山主in　Sado　thro－
ughout　three　centuries；and　that　of　the　operation　of砺arimabu割間歩，

the　largest　mine　ill　the　flourishing　period，　calledαソa－mabu親聞歩of

the　Aifeawa　Mines　developed　by　the　haRd　of　leshige．

Clzeh－p2－ts’ien折畠銭in　the　Nan－SZtng南宋Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Kaoru　Umehara

　　The　coMmercial　development　during　the　Sung　dynasty　which　lasted

from　the　tenth　to　the　thirteenth　century　was　so　conspicuous　that　inany

historians　1ias　tacldecl　this　problem　frona　various　viewpoints．　The

ubiquitous　inoney　economy　in　this　period　has　been　well　1〈nowR　to　the

researchers　and　the　statistical　studies　were　coneributed．　some　df　which
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

were，　however，　rather　superficial．　Mor．eover，　nothing　has　been　done

about　how　the　money　economy　was　developing　and　what　a　role　it

played　in　making　the　Chinese　history　as　a　whole．　The　comparative

study　of　history　is　another　point　that　we　have　．to　take　into　consi－

deration．

　　These　are　the　problems　that　needs　time　to　solve，　and　aR　attempt

w・as　macle　in　this　article　to　illustrate　sonae　o’f　tlie’ 奄獅唐狽奄狽浮狽奄盾獅≠戟@aspects

of　che　z－pa？一ts’ien折門門system　that　is　the　partial　payment　of　hsia－sizui

夏型which　consisted　liang．shui両税tmder　the　Nang．sung　regi卑e，

師

Foundatlons　of　Urban　Developmeltt　in　the　Latei一　Edo　Pel‘iod

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tadashi　Muto

　　A　ehange　in　coml）ination　of　cities　with　various　demensions　of　region

around　them　stands　in　close・relation　with　the　development　of　cities．

The　function　of　cities　as　a　regional　center　depends　largely　en　such　a

change．

　　In　this　article，　we　specialize　the　relation　between　．such　a　region　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（477）



cities，　as　the　fo．undations　of　cities　in　the］しater】E）do　Period，　ill　sgcces－

sion　to　the　developing　period　of　cities　at　th，e’　present　times．

　　The　market　structure　in　the　feudal　society　was　an　important　power，

regulating　the　region　as　a　basis　of　the　then　cities．

The　‘Battle　at　the　Bridge’　of　the　Stone　Relief　of

　　　　　　　　　　　　　the　WZt－shih　tz’u　武氏祠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiko　Doi

Among　the　series　of　stone　reliefs　of　the　Wu－shih　tz’u　in　Shan－tung

山：東there　are　four　scenes　which　are　called　the‘Ba枕le　at　the　Bridge’。

These　scenes　contain　remarl｛able　and　unique　elements．　First，　the

custoins　and　manners　whicla　appear　in　these　scenes　do　not　agree　witk

those　of　the　Later　｝lan　era　when　the　i”eliefs　were　engraved．　For’“

example，　chariots　and　woinen　foot－soldiers　are　described　in　the　scenes，

although　they　did　not　appear　in　the　other　pictures　o£　the　Later　Haii．

Moreover，　it　is　interesting　to　find　this　battle　scene　repeatedly　engraved

on　tlae　．Wu－shih　tz’u　in　siniilar　versions　covering　wider　areas　than

other　scenes．

　　It　is　considered，　therefore，　that　the　subject　of　this　scene　was　taken

from　a　liistorical　event　which　many　scholars　have　tried　to　explaiB　iii

many　ways．　Nowever，　when　1　try　to　apply　their　explanations　to　this

scene　of　the　Wu－shih　tz’u．　there　are　some　geographicai　and　chronologic－

al　problems　left　unanswered，　so　that　1　can　not　find　a　satisfactory

reason　for　its　inclusion　among　tlae　Wu－shih　tz’u　reliefs．

In　this　essay　1　am　trying　to　rb－investigate　the　theme　of　the　‘Battle

a．t　the　Bridge’，　coRclucled’@that　this　scene　represents　the　historical

event　of　the‘Battle　of　mother　Litl呂母’呈n　Shan－tUng　Il東which　is

recorded　in　the　Shi－ching－chu二二注and　the　Hou・”a｝z・shu後漢書，　whlch

to6k　plLlce　ill　Jin－chao　iil照prefecture　on　the　Shan－tung山東coast

during　tl｝e　Wang－mang　EEes　period　（8－23　A．　D．）．　The　‘Battle　of　mother

Lzit呂母’was　the　event　in　which　mother　Ltt　kllled　a　government

ofificial　at　fihchao．　［一I　SII”’．　in　revenge　for　his　murder　of　her　sOn，　which

was　the　very　sparl〈　that　ignited　the　famous　battle　of　Red－painted

Brow赤眉during　the　first　century　A．　D．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（476）


