
国

府

の

位

置

と

相

模

国

府

の

三

遷

浅

幸

香

雄

工

緒

言

国
府
の
地
理
学
的
研
究
は
藤
岡
謙
二
郎
教
授
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
、
す
で
に
幾
多
の
報
文
に
接
し
て
い
る
。
教
授
は
国
府
を
地
方
都
市

の
原
初
的
の
も
の
と
規
定
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
歴
史
地
理
学
的
課
題
を
指
摘
し
①
、

ま
た
多
数
の
協
力
者
を
得
て
国
府
祉
の
発
掘
な
ら

国府の位置と相模回府の三遷

び
に
復
原
を
行
っ
て
い
る
@
。

筆
者
ま
た
同
教
授
の
研
究
発
表
の
席
に
つ
ら
な
り
、
国
府
の
「
位
置
」
も
ま
た
地
理
学
的
研
究
に
お
け
る

重
要
課
題
と
な
る
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
。
そ
の
後
す
で
に
数
年
を
経
た
が
、
こ
こ
に
全
国
の
国
府
位
置
を
概
観
し
、
筆
者
居
住
地
の
近

く
の
相
模
国
府
の
事
例
(
三
遷
し
て
い
る
が
)
を
考
察
し
、
同
学
の
研
究
に
資
料
を
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
国
府
位
置
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
律
令
政
治
に
お
け
る
地
方
官
庁
と
し
て
そ
の
所
在
地
を

(

a

)

国
府
の
任
務
・
機
能
と

(
b
)
そ
れ
ら
を
達
成
す
る
た
め
の
国
内
の
適
地
選
定
と
の
こ
つ
の
視
角
を
重
点
と
し
、
そ
の
基
底
と
し
て
国
内
諸
地
域
に
お
け
る
土
地
生

産
力
の
分
布
の
較
差
と
、
そ
の
時
代
に
よ
る
変
貌
と
を
中
心
に
、
究
明
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

E 

会
固
に
お
け
る
国
府
C
分
布

47 

地
方
史
研
究
必
携
@
に
よ
り
国
府
の
分
布
図
を
作
る
と
第
一
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
日
本
国
郡
沿
革
考
等
に
よ
っ
た
も
の
で
、
平

安
中
期
の
国
府
の
分
布
で
あ
る
o

国
府
の
位
置
は
後
記
す
る
相
模
国
府
に
も
み
ら
れ
る
如
く
、
律
令
制
制
定
当
初
と
平
安
朝
と
を
く
ら
べ



国府

一一ー道路

一一-;舟路

-..-jM界

全国国府の分布図

る
と
、
異
同
し
て
い
る
も
の
が
若
干
あ
る
。
と
れ
ら
は
叫

初
期
国
府
の
位
置
の
ま
ま
に
固
定
せ
ず
、
そ
の
後
他
へ

転
移
し
た
た
め
の
よ
う
で
あ
り
、
国
府
位
置
に
異
説
あ

り
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
こ
う
し
た
転
移
が
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
府
の
分
布
図
(
第
一
図
)

を
作
成
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
西
日
本
の
諸
国
で
は
国

府
は
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
国
の
東
よ
り
の
地
区
に
つ
く
ら
れ

(
九
州
や
四
国
の
よ
う
に
国
々
が
南
北
方
向
に
配
列
さ

第 1図

れ
て
い
る
場
合
は
北
よ
り
に
、
壱
岐
・
対
馬
両
島
で
は

東
南
よ
り
に
あ
る
な
ど
)
、

東
日
本
地
域
で
は
西
よ
り

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
と
で
念
の
た
め

各
国
内
を
東
・
中
・
西
(
あ
る
い
は
西
・
中
・
東
、
北

-
中
・
南
な
ど
)
に
三
分
し
、
国
府
が
こ
れ
ら
三
地
区

中
の
い
づ
れ
に
位
置
し
て
い
る
か
を
調
べ
、
こ
れ
を
表

に
ま
と
め
て
み
た
。
市
し
て
国
府
が
西
日
本
で
は
東
よ

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
方
角
別
分
類
を
改
め
て
、
(

a

)

京
に
近
い

(
b
)
国
の
中
央

り
に
、
東
日
本
で
は
西
よ
り
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
結
局
は
一
:
京
」
に
よ
り
近
い
位
置
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

(

C

)

京
に
遠
い
の
三
区
分
と
し
、
各
道
ご
と
に
表
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置

士出 域 l京に近い|国の中央|京日い l計

畿 内| 4 

東j来潟道 7 7 1 

日東山道 6 2 O 8 

本北陸道 6 1 O 7 

5 3 O 

山陽道 2 3 長備前門， 周防 3 B 
日

本 南海道 4 1 淡路 1 6 

西海道 8 2 大筑宰前府 1 11 

言十
42 19 6 67 I 

(62.7%) (28.2，?{;) (9.0%) (100%) 

東 日 本 19(63.6) 10(33.3) 1 (3.3) 30 

西 日 本 19(57.6) 9(27.2) 5(15.2) 33 

位の府国第 1表

に
ま
と
め
た
(
第
一
表
)
。

」
れ
に
よ
る
と
、
山
城
(
平
安
期
な
る
故
)
を
除
い

た
六
十
五
国
二
島
中
、
京
に
近
い
も
の
四
二
国
(
六

-七
d
p
)
、
国
の
中
央
に
あ
る
も
の
一
九
国
(
二
八
・
二

必
)
、
京
に
遠
い
も
の
六
国
(
九
・
O
%
)
と
な
り
、
京

に
近
く
位
置
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
み
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
を
東
日
本
・
西
日
本
に
わ
け
て
み
て
も
大
勢

は
か
わ
ら
な
い
が
、
東
日
本
で
は
京
に
遠
い
も
の
が
よ

り
低
率
三
国

l
三
了
三
%
)
な
の
に
対
し
、
西
日
本
で

は
や
や
高
率
(
五
国

l
一
五
・
二
%
)
で
あ
る
の
が
注
目

さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

か
く
国
府
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
園
内
で
も
京
に
近
い
地

域
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
国
府
の
役

人
で
あ
る
国
司
の
任
務
・
機
能
か
ら
み
る
べ
き
で
あ
る

ぅ
。
す
な
わ
ち
国
司
の
長
の
国
守
は
「
ミ
コ
ト
モ
チ
」

で
あ
り
、
天
皇
か
ら
節
万
を
賜
わ
り
、
天
皇
権
威
の
分

有
者
(
代
官
)
と
し
て
任
国
に
律
令
政
治
を
行
う
の
が



中
心
の
任
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
具
体
的
機
能
と
し
て
は
「
朝
集
」
(
京
へ
の
求
心
的
機
能
)
が
あ
り
、
ま
た
日
常
の
政
務

50 

と
し
て
は
京
よ
り
の
令
達
を
受
け
@
、

園
内
の
状
況
報
告
や
貢
税
を
す
る
な
ど
た
え
ず
京
と
の
連
絡
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
国
府
位
置
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
こ
れ
を
考
え
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
国
の
中
央
が
こ
れ
に
つ
い
で
多
い
の
は
、

国
司
の
主
要
機
能
中
に
「
部
内
巡
行
」
(
郡
街
か
ら
郡
街
へ
の
経
廻
・
巡
視
)
が
あ
り
、
ま
た
国
府
は
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
内
に
お
け
る
政
治
・

経
済
・
文
化
・
和
楽
の
中
心
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
容
易
に
う
な
づ
け
よ
う
。

こ
う
し
て
国
府
の
位
置
は
、
律
令
体
制
下
の
国
司
の
重
要
機
能
た
る
朝
集
と
部
内
巡
行
を
は
じ
め
と
し
た
一
般
政
務
、
そ
れ
に
園
内
諸

活
動
の
中
心
地
と
し
て
、
多
く
は
京
に
近
く
、
あ
る
い
は
園
の
中
央
に
位
置
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

E 

相

模

国

府

ト

の

三

選

1 

相
模
国
府
の
三
遷
と
初
期
国
府
の
位
置

a 

相
模
国
府
の
三
遷

ゆ
る
ぎ

相
模
国
府
は
上
記
の
第
一
図
と
第
一
表
で
は
国
の
中
央
(
後
記
の
余
綾
国
府
)
と
な
っ
て
い
る
が
、
律
令
制

初
期
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
第
二
図
の
如
く
三
回
転
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
期
の
国
府
は
相
模
川
東
岸
の
海
老
名
台
上

ひ

ぴ

た

の
ち
平
安
の
初
中
期
に
伊
勢
原
の
西
の
比
々
多
(
小
田
急
線
鶴

(
小
田
急
沿
線
海
老
名
駅
東
方
の
台
上
)

に
あ
っ
た
が
(
海
老
名
国
府
)
、

巻
温
泉
付
近
の
三
宮
)

へ
う
つ
り
(
比
々
多
国
府
)
、

ま
も
な
く
大
磯
町
の
国
府
(
東
海
道
線
二
宮
付
近
の
国
府
)

へ
移
っ
て
い
る
の
で

あ
る
(
余
綾
田
府
)
@
@
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
年
代
は
海
老
名
国
府
が
二

O
O年
内
外
、
比
々
多
国
府
が
二

o
t三
0
年
間
、
余
綾

国
府
が
三

O
O年
余
と
さ
れ
て
い
る
。

海
老
名
国
府
に
は
国
街
枇
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
的
確
に
断
定
で
き
る
遺
跡
が
な
く
、
推
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
昌
分

寺
祉
は
明
確
で
あ
り
、
そ
の
南
に
は
市
神
が
残
り
、
ま
た
市
神
の
近
く
に
太
鼓
塚
、
ま
た
北
に
は
踊
り
場
な
ど
の
地
名
も
あ
っ
て
、
と
も



可
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国府の位置と相模国府の三遷

¥、
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¥ 
1海老宅

(相武国)¥

(鎌倉

に
当
時
の
遺
跡
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
戦
後
は
国
分
寺
の
あ
る
台
の

脚
部
で
、
河
岸
祉
と
そ
れ
か
ら
相
模
川
に
通
ず
る
水
路
祉
と
が
発
掘
さ
れ
る
な

ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
国
街
止
は
国
分
寺
の
北
部
で
国
分
尼
寺
の
推
定
地
の
南

(
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
の
中
間
地
区
)
と
さ
れ
て
い
る
@
o

こ
う
し
て
み
る
と

相模国府の三遷

国
街
・
市
・
踊
り
場
・
河
岸
そ
れ
に
国
分
両
寺
を
加
え
る
と
、
海
老
名
地
区
が

当
時
の
全
相
模
の
政
治
・
経
済
・
交
通
・
和
楽
・
宗
教
な
ど
の
中
心
的
機
能
を

は
た
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

第2図

(
b
)
 
海
老
名
国
府
の
東
偏
的
位
置
1

全
国
的
に
も
類
少
な
い
|

相
模
の
初

期
国
府
た
る
海
老
名
国
府
の
位
置
は
全
相
模
か
ら
す
れ
ば
東
に
偏
し
、
京
に
遠

い
位
置
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
京
に
遠
く
位
置
す
る
国
府
は
全
国
的
に

は
例
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
こ
の
種
の
も
の
は
西
日

本
で
は
東
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
が
、
山
陽
道
の
周
防
や
長
門
・
九
州

し
て
日
本
の
西
南
の
鎮
り
の
役
目
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ほ
か
に
山
陽
道
の
備
前
(
高
島
)
、
南
海
道
の
淡
路
(
市
村
)
、

(
西
海
道
)

の
筑
前
は
瀬
戸
内
海
交
通
の
関
係
も
あ
り
、
ま
た
大
宰
府
と
結
合

51 

そ
れ
に
東
日
本
で
は
東
海
道
の
志
摩
(
国
府
)
が
京
に
速
く
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
当
時
の
国
内
の
生
産
地
域

l
水
田
分
布
・
川

的
に
も
極
め
て
少
な
い
例
と
い
え
よ
う
。

や
海
と
の
交
通
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
例
は
極
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
相
模
の
海
老
名
国
府
の
東
よ
り
の
位
置
は
、
全
国



2 

海
老
名
国
府
東
備
の
意
義
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a 

古
代
に
お
け
る
相
模
平
野
と
足
柄
平
野
の
土
地
生
産
力

相
模
に
お
け
る
条
里
水
田
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
茂
田
孝
・
坂
本
行
弘
両

学
士
の
協
力
の
も
と
に
調
査
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
遺
構
分
布
は
ほ
ぼ
確
認
で
き
る
程
度
に
進
行
し
て
い
る
。
そ
れ
を
概
観
す
る
と
、
相
模

川
中
流
以
下
の
左
右
両
岸
と
玉
川
・
渋
田
川
・
鈴
川
・
金
白
川
な
ど
の
流
域
を
合
わ
せ
た
相
模
平
野
と
酒
匂
川
流
域
の
足
柄
平
野
と
の
二

地
域
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
両
地
域
の
土
地
生
産
力
に
つ
い
て
の
量
的
資
料
は
な
い
が
、
両
地
域
の
地
形
を
比
較
す
と
、
相
模
平
野
は
三
角
州
が
お
も
で
あ
る

に
対
し
足
柄
平
野
は
扇
状
地
が
お
も
で
あ
る
。
三
角
州
地
域
は
、
水
利
施
設
が
な
く
耕
転
技
術
が
ま
だ
足
耕
段
階
の
時
期
に
お
い
て
も
@

水
田
(
自
然
水
田
)
と
し
て
利
用
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
扇
一
状
地
は
自
然
の
ま
ま
で
は
水
利
に
と
ぼ

し
く
、
時
代
が
進
み
原
初
的
な
水
利
施
設
を
と
も
な
う
に
至
っ
て
よ
う
や
く
開
発
の
可
能
性
の
出
て
く
る
地
域
と
い
え
よ
う
。

ま
た
三
角
州
の
扇
状
地
の
土
地
生
産
力
に
関
連
し
て
豊
凶
偏
差
度
を
み
る
。
多
摩
川
流
域
の
例
で
は
あ
る
が
、
筆
者
が
近
世
末
期
の
年

貢
割
付
に
よ
っ
て
算
出
し
た
も
の
に
よ
る
と
@
、

三
角
州
四
・
三
%
に
対
し
扇
状
地
は
九
・
七
%
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
近
世
も
末
期
で

あ
る
の
で
、
こ
の
扇
状
地
地
域
に
は
相
当
水
利
施
設
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
期
に
あ
っ
て
も
な
お
か
か
る
聞
き
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
水
利
施
設
の
皆
無
と
考
え
ら
れ
る
古
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
生
産
力
や
豊
凶
偏
差
度
の
較
差
は
想
像
に
余
り

が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
角
州
水
田
は
古
代
に
あ
っ
て
は
自
然
水
田
で
あ
り
、

し
か
も
豊
凶
偏
差
度
の
小
さ
い
安
定
水
田
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
相
模
平
野
の
地
積
は
足
柄
平
野
よ
り
も
は
る
か
に
広
が
っ
た
。
こ
う
し
て
初
期
の
相
模
国
府
は
他
の
諸
国
と
は

異
な
り
、
か
く
京
に
遠
い
東
よ
り
の
海
老
名
に
設
け
ら
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

b 

相
模
国
府
と
相
武
国
造
庁
と
の
関
連

し

な

が

き

が

む

律
令
制
に
よ
る
相
模
国
は
、
そ
の
前
の
国
造
時
代
の
師
長
国
(
足
柄
平
野
)
と
相
武
国
へ
相



模
平
野
と
鎌
倉
別
(
鎌
倉
付
近
か
ら
三
浦
半
島
)

の
三
者
の
併
合
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
府
の
役
人
た
る
国
司
は
上
記

も
し
た
如
く
、

「
ミ
コ
ト
モ
チ
」
で
、
国
守
は
天
皇
よ
り
節
刀
を
賜
わ
っ
て
任
国
に
赴
任
す
る
い
わ
ば
律
令
的
な
地
方
官
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
律
令
制
以
前
の
地
方
政
治
の
担
当
者
た
る
国
造
た
ち
は
多
く
は
郡
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
郡
司
は
非
律
令
的
な

地
方
官
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
司
と
国
造
と
の
性
格
の
差
異
は
必
然
的
に
そ
れ
ら
の
政
庁
た
る
国
街
と
か
つ
て
の
国
造
庁
と

を
全
然
別
個
な
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
相
模
固
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い

て
全
く
確
証
を
得
な
い
。

た
だ
こ
れ
に
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
奈
良
時
代
に
設
け
ら
れ
た
国
分
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
記
し
た
海
老
名
国

府
と
な
る
相
模
国
分
寺
の
伽
藍
配
置
は
は
、
各
地
に
み
ら
れ
る
大
安
寺
式
や
東
大
寺
式
な
ど
の
そ
れ
で
は
な
く
、
法
隆
寺
式
で
あ
る
。
こ

国府の位置と相模国府の三遷

の
理
由
と
し
て
は
、
国
分
寺
造
立
に
あ
っ
て
相
模
@
で
は
国
分
寺
プ
ラ
ン
に
よ
る
新
伽
藍
を
造
立
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
す
で
に
国
衛

付
近
に
あ
っ
た
伽
藍
を
転
用
し
て
国
分
寺
と
し
た
の
で
は
な
い
か
の
説
が
有
力
で
あ
る
。
国
分
寺
造
営
は
国
司
の
重
要
業
務
で
あ
っ
た

が
、
い
づ
れ
の
国
も
直
ち
に
一
斉
に
着
工
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
数
度
に
わ
た
っ
て
そ
の
建
立
を
き
び
し
く
督
促
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
当
時
す
で
に
国
司
を
命
下
さ
れ
て
も
任
国
に
赴
か
ず
、

い
わ
ゆ
る
透
官
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
相
当
あ
り
、
国
分

寺
の
造
営
は
い
っ
そ
う
遅
滞
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
相
模
は
大
宝
元
年
(
七

0
・
一
)
の
国
級
改
定
に
は
上
国
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時

上
国
は
全
国
に
三
五
国
(
五
一
・
六
%
)
あ
り
、
こ
れ
に
大
国
三
国

(
一
九
・
一
彪
)

を
加
え
る
と
、
四
八
国

(七

0
・
六
%
)

と
な

り
、
上
国
は
全
国
を
通
じ
た
国
級
か
ら
は
中
位
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
国
と
い
っ
て
も
決
し
て
財
力
に

53 

す
ぐ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
上
位
の
国
で
あ
っ
た
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
当
時
の
相
模
国
の
財
力
か
ら
す
る
と
そ
の

国
分
寺
の
造
営
も
遅
延
組
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
幸
に
国
街
付
近
に
法
隆
寺
式
の
大
伽
藍
が
あ
る



の
で
、
こ
れ
を
国
分
寺
に
転
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

54 

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
国
分
寺
に
転
用
さ
れ
た
法
隆
寺
式
伽
藍
は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
上
述
の
国
造
家

(
相
式
国
造
)
な
ど
以
前
の
有
力
家
の
つ
く
っ
た
氏
寺
式
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
す
る
と
国
造
庁
が
ま
た
こ
の
付
近
に
あ
っ
た

と
と
に
な
る
。
し
て
み
る
と
、
相
模
国
府
が
、
あ
る
い
は
相
武
国
造
庁
を
引
つ
づ
き
襲
用
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(
国
分
寺
南
方
の
前
方
後
円
墳
ひ
さ
ご
塚
も
相
武
国
造
の
墳
墓
と
さ
れ
て
い
る
)

か
く
す
る
と
初
期
相
模
国
府
た
る
海
老
名
国
府
は
相
武
田
造
庁
の
地
(
あ
る
い
は
至
近
地
区
)

に
造
営
さ
れ
た
と
い
い
得
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ほ
ど
国
造
時
代
の
相
武
国
の
地
域
(
相
模
平
野
)

の
土
地
生
産
力
が
、
西
の
師
長
国
(
足
柄
平
野
)

の
そ
れ
よ
り
も
格
段
の
較

差
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3 

相
模
国
府
三
遷
の
意
義

a 

地
域
に
よ
る
土
地
生
産
力
上
昇
の
較
差

律
令
制
前
・
中
・
後
期
に
お
け
る
相
模
平
野
と
足
柄
平
野
に
お
け
る
土
地
生
産
力
の
上
昇

に
つ
い
て
の
較
差
を
み
た
い
。
し
か
し
と
れ
に
つ
い
て
の
実
証
的
資
料
は
筆
者
は
ま
だ
入
手
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
近
世
期
に
お
け
る
諸

地
域
の
生
産
力
上
昇
率
を
算
出
し
て
そ
の
趨
勢
を
み
、
こ
れ
か
ら
逆
に
類
推
す
る
方
法
を
と
っ
て
み
た
。

新
編
相
模
風
土
記
稿
の
各
都
の
総
説
に
は
、
正
保
・
元
禄
・
天
保
の
三
期
に
お
け
る
各
郡
の
総
石
高
数
が
か
が
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
き
高
座
・
大
住
両
郡
を
相
模
平
野
、
ま
た
足
柄
上
・
下
両
郡
を
足
柄
平
野
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
石
高
増
加
率
を
算
出
し
た
(
第
2

表
)
0こ

れ
に
よ
る
と
、
相
模
平
野
で
は
高
座
郡
で
は
石
高
増
加
が
多
い
の
に
対
し
、
大
住
郡
は
停
滞
し
て
い
る
。
し
か
し
高
座
郡
の
上
昇
に

は
畑
や
谷
戸
の
問
団
関
畑
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
古
代
に
つ
い
て
は
相
撲
平
野
は
大
住
郡
並
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
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近世期における地域別の石高増加

年 代
相模平野(旧相武国) 中間地域

品 座郡|大住郡 (淘緩郡) 足柄上郡|足柄下郡(%) 
石

正 保 38150(100) 60621(100) 7537 (100) 23773(100) 23275(100) 

フロ 禄 47128(124) 64434(106) 7834(104) 30249(127) 25904(111) 

天 保 49667(130) 42296(106) 7843(104) 
i
3379削仰則的

第2表

る
と
相
模
平
野
の
生
産
力
の
上
昇
は
停
滞
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
足
柄
平
野

(新編相模風土記稿により算出)

で
は
両
郡
と
も
上
昇
率
が
大
き
く
、
特
に
上
郡
に
高
い
。

こ
れ
ら
と
上
記
地
形
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
三
角
州
平
野
で
あ
る
相
模
平
野
は
律
令
期
は

じ
め
か
ら
自
然
水
田
地
域
で
あ
り
、
ま
た
安
定
水
田
地
域
で
あ
っ
て
生
産
力
は
大
き
く
ま
と
ま

っ
て
い
た
が
、
こ
の
後
の
生
産
力
の
上
昇
は
停
滞
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
扇
状
地
の
広
い

足
柄
平
野
で
は
、
律
令
時
代
も
中
後
期
と
な
る
と
、
徐
々
で
は
あ
る
が
濯
慨
な
ど
の
土
地
改
良

が
加
え
ら
れ
、
ま
た
生
産
技
術
も
進
歩
す
る
に
し
た
が
っ
て
生
産
力
は
上
昇
を
つ
づ
け
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
平
安
時
代
に
入
る
と
相
模
に
お
け
る
土
地
生
産
力
の
分
布
が
、

律
令
初
期
に
く
ら
べ
て
相
対
的
に
変
化
し
、
そ
の
均
衡
化
の
た
め
に
国
府
の
転
移
を
う
な
が
す

に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
初
期
の
海
老
名
国
府
は
当
時
の
土
地
生
産
力
の
分
布
に

よ
っ
て
東
偏
的
位
置
を
と
っ
て
は
い
た
が
、
国
司
本
来
の
機
能
遂
行
に
は
不
便
で
あ
り
、
こ
の

点
も
併
わ
さ
っ
て
、
東
偏
地
区
か
ら
中
央
地
区
へ
と
移
動
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
第
二
次
の
比
々
多
は
当
時
の
東
海
道
に
つ
い
て
は
そ
っ
て
い
る
が
、
水
運
に
つ
い
て
は
、
海

老
名
よ
り
も
不
便
で
あ
り
、
さ
ら
に
海
辺
近
く
を
求
め
て
、
大
磯
地
塊
中
の
山
丘
に
め
ぐ
ら
さ

れ
た
国
府
へ
移
転
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
そ
し
て
外
港
を
国
府
津
と
し
た
)
。
こ
う
し
て
、
全
国

に
も
類
の
少
な
い
国
府
位
置
の
三
遷
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
二
回
目
の
国
府
比
々
多
は

二

0
1三
O
年
と
さ
れ
る
の
で
、

は
じ
め
か
ら
暫
定
的
で
あ
っ
た
と
も
な
し
得
ょ
う
か
)



各
宮
旅
所

宮
ま
で
の
各
社
の
神
輿
の
坐
が
設
け
ら
れ
、
こ
と
へ
午
前
十
時
頃
か
ら
一
の
宮
・
二
の
宮
:
:
:
五
の
宮
の
順
に
各
社
の
神
輿
が
着
座
し
、
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{
呂
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呂
{
昌

の
の
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四
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五

4

4
司

づ呂円
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4
4

・0
{呂

町
り
山
下
ロ
ロ
・

0

の

一

?

占

二

fili--i 

座
問
答
式
場

宮の

二の宮

宮の一一一

四の官

b 

国
府
祭
に
お
け
る
坐
問
答
行
事

五

回
臼
回
日
日

神揃山の坐問答などの席

第
三
の
国
府
の
地
大
磯
町
国
府
に

ζ

う
の
ま
ち

い
ま
も
毎
年
六
月
二
十
一
日
に
国
府
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。

か
み
そ
ろ
え

比
高
約
一

O
米
の
芝
生
で
お
お
わ
れ
た
神
揃
山
の
浄
境
に
、
相
模
の
一
の

あ
っ
て
は
、

宮
か
ら
五
の
宮
ま
で
の
神
輿
が
参
集
し
て
祭
典
が
行
わ
れ
、
そ
の
最
終
行

事
と
し
て
坐
問
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
す
で
に
報

告
さ
れ
て
い
る
が
@
、

筆
者
は
こ
の
坐
問
答
行
事
は
一
の
宮
と
二
の
宮
の

第 3図

坐
席
争
い
(
一
の
宮
争
い
)

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
行
事
の
概
略
を
述

べ
る
と
、
神
揃
山
上
の
広
場
(
約
三

O
O坪
)
に
第
3
図
の
よ
う
に
五
の

ま
ず
各
社
ご
と
に
祭
典
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
す
む
と
十
一
時
四
十
分
頃
よ
り
一
の
宮
の
右
に
別
に
診
け
ら
れ
た
席
で
坐
問
答
が
行
わ
れ

る
。
図
の
よ
う
に
祭
壇
の
前
に
一
の
宮
と
二
の
宮
の
宮
司
神
宮
が
左
右
に
わ
か
れ
て
相
対
し
、
中
央
に
は
三
の
宮
・
四
の
宮
・
五
の
宮
の

進
め
る
。

宮
司
・
神
官
が
着
坐
す
る
。
型
の
ご
と
く
は
ら
い
が
す
む
と
、

一
の
宮
の
使
丁
が
虎
の
皮
の
敷
物
を
三

0
1四
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
へ

つ
い
で
二
の
宮
の
使
丁
が
同
じ
く
敷
物
を
前
へ
進
め
る
(
第
4
図
)
。
こ
れ
を
互
に
く
り
返
す
こ
と
三
度
目
に
な
る
と
、
三
の
宮

宮
司
が
進
み
出
て
「
い
ず
れ
明
年
ま
で
」
(
仲
裁
の
と
と
ば
)
と
唱
え
、
坐
問
答
は
終
了
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
社
の
使
丁
に
よ
っ
て
敷

物
を
進
め
坐
を
競
う
の
が
坐
問
答
の
中
心
な
の
で
、
明
ら
か
に
坐
席
争
い
た
}
考
え
ら
れ
る
。

一
の
宮
l

五
の
宮
の
起
源
は
伴
信
友
@
に
よ
る
と
平
安
中
期
と
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
項
に
・
余
綾
国
府
へ
の
移
転
が
行
わ
れ
、

か
わ
わ

そ
こ
で
圏
内
の
大
社
を
招
い
て
国
府
祭
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
折
に
一
の
宮
(
寒
川
神
社
)
と
二
の
宮
(
川
匂
神
社
)
と
の
聞
に
坐
席
争
い
が
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行
わ
れ
、
と
れ
に
端
を
発
し
そ
の
後
毎
年
坐
問
答
行
事
と
し
て
継
続
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

一
の
宮
は
旧
相
模
平
野
地
域
の
代
表
で
あ
り
、
二
の
は
足
柄
平
野
地
域
の
代
表
で
あ
る
の

図

で
、
こ
の
両
社
の
坐
席
争
い
は
相
模
・
足
柄
両
平
野
の
土
地
生
産
力
の
分
布
変
動
に
基
因
す
る

も
の
と
推
察
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
こ
の
坐
問
答
行
事
は
上
記
の
国
府
の
転
移
を
国

4 

内
に
お
け
る
生
産
力
の
分
布
変
動
に
よ
る
と
す
る
た
め
の
有
力
な
傍
証
と
な
し
得
ょ
う
。

摘

録

第

wu 

律
令
時
代
の
国
府
の
位
置
を
み
る
と
、
京
に
近
い
も
の
と
国
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
も
の
が

1 
大
部
分
を
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
国
府
の
機
能
〈
朝
集
と
部
内
巡
行
)
遂
行
の
た
め
に
適
地

2 

相
模
国
府
は
初
期
に
は
東
偏
的
位
置
(
京
に
遠
い
)
を
と
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
国
内
に
お
け
る
土
地
生
産
力
の
分
布
が
東

が
選
定
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

に
偏
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
(
旧
国
造
庁
の
襲
用
も
あ
わ
せ
考
え
ら
れ
る
)
O

平
安
時
代
に
入
っ
て
相
模
国
府
は
二
回
転
移
(
西
南
方
へ
移
転
)

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
期
に
至
っ
て
土
地
生
産
力
の
国
内
の

分
布
が
律
令
制
初
期
に
く
ら
べ
て
相
対
的
に
変
化
し
、
そ
の
重
心
が
西
南
方
へ
移
動
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
均
衡
化
の

57 

3 
た
め
の
移
転
と
考
え
ら
れ
る
。
国
府
祭
の
坐
問
答
行
事
は
ま
た
こ
れ
を
傍
証
し
て
い
る
。

る。
こ
う
し
て
初
期
の
地
方
都
市
た
る
国
府
の
立
地
は
、
そ
の
も
つ
機
能
と
背
域
の
生
産
力
と
の
結
合
の
上
に
行
わ
れ
た
と
理
解
し
得
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参

文

要量

献

① 

藤
岡
謙
二
郎

国
府
研
究
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
的
課
題

⑦ 

国
府
の
歴
史
地
理
学
研
的
究
(
抄
報
)

同

編

③ 

地
方
史
研
究
協
議
会
編

地
方
史
研
究
必
携

凶
一
頁

④ 

薗
田
秀
融

国
街
政
治
の
史
的
展
望

⑦ 

瑛

石
野

相
模
国
府
と
大
住
国
府
と
余
綾
国
府

③ 

大
場
磐
雄

神
奈
川
県
立
図
書
館
編

相
模
国
府

⑦ 

海
老
名
町
役
場

一
九
四

O
年

相
模
国
分
寺
志

施
肥
改
善
合
理
化
の
指
導
確
立
に
関
す
る
調
査
研
究
成
績

③ 

神
奈
川
県
立
農
事
訴
験
場

(1) 

足
柄
平
野
(
酒
匂
川
流
域
)

一
九
五
四
年

① 

浅
香 (2)
幸
雄 相

模
平
野
(
相
模
川
そ
の
他
の
流
域
)

多
摩
川
下
流
の
篠
理
型
水
田
と
そ
の
自
然
的
基
盤

一
九
五
七
年

藤
本
治
義
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

⑮ 

⑦
に
同
じ

⑪ 

二八
O
頁

① 

伴
信
友

神
社
私
考
(
信
友
全
集

二
巻
)

地
理
評
三

O
巻
八
号

一
九
五
八
年

五
四
頁

一
九
五
五
年

神
奈
川
県
文
化
財
調
査
書
報
告

神
奈
川
県
の
歴
史

第
四
集

一
九
五
七
年

第
二
十
一
集

神
奈
川
県
の
集
落

一
一
二
頁

一
九
六

O
年

四
二
ハ
頁

一
九
五
四
年

一
九
五
F
r
r




