
地

理

的

慣

性

と

開

発

は!

守

人

口

付

fct. 

し

カ1

き

地
理
的
慣
性
と
い
う
術
語
は
工
業
地
理
学
の
分
野
特
に
工
業
生
産
存
続
の
要
因
分
析
の
際
、

そ
の
存
続
の
一
要
因
と
し
て
し
ば
し
ば
列

挙
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
術
語
の
意
味
は
実
に
陵
昧
で
、
確
固
た
る
概
念
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
、
先
学
の
業

績
か
ら
、
こ
の
概
念
を
強
い
て
抽
出
す
る
と
、

F

工
業
生
産
の
土
着
性
、
す
な
わ
ち
工
業
生
産
技
術
の
空
間
(
地
域
)
的
に
拘
束
さ
れ
た

伝
承
性
2

な
る
概
念
が
拍
出
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
概
念
は
工
業
生
産
の
一
側
面
で
あ
る
F
生
産
力
2

の、

さ
ら
に
そ
の
一
構
成
要
素
で
あ

る
F

労
働
手
段
h
H

の
一
内
容
(
生
産
技
術
)
だ
け
を
過
大
-
評
価
し
す
ぎ
て
お
り
、

工
業
生
産
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

従
来
、
地
理
的
慣
性
な
る
概
念
は
、

工
業
生
産
存
続
の
一
要
因
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
き
た
が
、

工
業
生
産
技
術
の
空
間
(
地
域
)
的
に

地理的慣性と開発

拘
束
さ
れ
た
伝
承
性
を
強
調
し
す
ぎ
て
き
た
あ
ま
り
、

工
業
発
展
(
開
発
)
に
対
し
て
消
極
的
な
要
因
で
あ
る
錯
覚
を
保
有
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
工
業
生
産
は
グ
生
産
力
d

と
グ
生
産
関
係
グ
と
の
統
一
・
相
互
浸
透
に
よ
っ
て
い
と
な
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
地
理

的
慣
性
の
概
念
の
う
ち
に
は
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
に
関
す
る
慣
性
が
、
必
然
的
に
含
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
工
業
生
産

の
基
本
的
構
成
諸
要
素
で
あ
る

F

労
働
(
労
働
力

y
・
F
労
働
手
段
2

・
F

労
働
対
象
グ
の
形
成
・
発
展
・
変
質
の
過
程
を
究
明
し
、

95 

さ
ら
に
こ
れ
ら
構
成
諸
要
素
の
結
合
と
そ
の
結
合
に
よ
り
派
生
す
る
生
産
関
係
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
工
業
生
産
の
経
営
形
態
を
必
然
的
に
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変
質
さ
せ
て
ゆ
く
F
資
本
グ
の
形
成
・
転
質
の
過
程
を
論
証
す
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
。

関
係
を
前
述
し
た
立
場
か
ら
分
析
せ
ず
、

こ
の
点
工
業
地
理
学
は
工
業
生
産
の
実
情
(
現
況
)
を
把
握
す
る
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
、
過
去
の
工
業
生
産
と
現
在
の
工
業
生
産
と
の

た
だ
工
業
生
産
技
術
・
労
働
対
象
な
ど
の
見
掛
け
上
の
把
握
で
と
ど
め
、
こ
れ
を
も
っ
て
地
理

的
慣
性
と
し
て
き
た
惑
が
あ
る
。
こ
こ
に
工
業
地
理
学
に
お
い
て
も
、
現
在
の
工
業
生
産
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
史
料
に

よ
る
過
去
の
工
業
生
産
の
把
握
が
重
要
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
が
あ
っ
て
こ
そ
、
地
理
的
慣
性
の
概
念
は
正
常
化
し
、
は
じ

め
て
地
域
の
F

発
展
H
開
発
ぷ
の
詰
要
因
の
把
握
に
直
結

す
る
の
で
あ
る
。

年間生産総額 1725億円

堺市の工業構成比 (1963年)

筆
者
は
堺
旧
市
域
内
に
集
中
し
て
存
在
す
る
金
属
製
品

加
工
業
(
刃
物
・
自
転
車
諸
部
品
)
を
研
究
素
材
と
し
て

地
理
的
慣
性
と
開
発
と
の
関
連
状
況
を
略
述
す
る
こ
と
を

本
稿
の
目
的
と
し
た
。

[ニ)

堺

発

展

の

堺
の
発
展
の
素
地
は
そ
の
地
理
的
位
置
に
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
京
都
に
近
接
し
た
港
湾
、
こ
の
港

湾
の
利
用
こ
そ
が
堺
の
繁
栄
を
可
能
に
さ
せ
た
。
商
船

年
貢
運
上
船
な
ど
の
碇
泊
そ
れ
自
体
が
商
工
業
機
能
の
発



生
・
発
展
を
ま
ね
い
た
が
、
繁
栄
の
決
定
的
な
要
因
は
対
明
貿
易
の
発
着
港
に
指
定
(
一
四
六
九
年
)
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
単
に
、
商
港
と
し
て
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、

工
業
の
発
展
な
ら
び
に
そ
の
多
様
化
に
も
大
き
な
影
響
な
与
え
た
。
例
え

ば
明
様
織
技
術
は
絹
織
物
工
業
(
元
禄
年
間
に
綿
織
物
ヘ
移
行
)
を
、
鉄
砲
・
煙
草
の
伝
来
は
鍛
冶
の
職
種
を
多
様
化
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ

堺
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
れ
故
堺
の
蓄
積
さ
れ
た
富
と
商
工
業
の
繁
盛
は
、
元
禄
年
聞
に
い
た
る
ま
で
京
都
時
大
阪
と
互
角
の

勢
に
あ
っ
た
。

し
か
し
一
七

O
四
年
の
新
大
和
川
の
改
撃
は
泥
砂
の
港
一
構
内
堆
積
を
ま
ね
き
港
湾
機
能
を
急
衰
さ
せ
、
町
勢
萎
縮
沈
滞
の
状
態
を
呈
し

た
が
、
圏
内
経
済
の
一
般
的
な
発
達
の
影
響
、

さ
ら
に
ま
た
蓄
積
さ
れ
た
富
を
背
景
に
各
種
工
業
は
発
展
を
続
け
、
商
業
機
能
の
衰
退
を

阻
止
す
る
役
割
さ
え
演
じ
た
。
こ
れ
ら
当
時
の
工
産
品
を
網
羅
し
た
も
の
に
、

グ
堺
詳
誌
H
H

・
F

芝
厳
堺
鑑
H
H

な
ど
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ

主
な
工
産
品
一
八

t
ニ
四
種
を
列
挙
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
特
に
グ
鉄
砲
s
・
F

庖
丁
類
グ
・

H
H

朱
d

が
卓
越
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
史
実
に
よ
り
都
市
化
の
は
や
か
っ
た
堺
に
は
、
都
市
生
活
の
不
可
欠
な
構
成
部
分
と
し
て
商
業
と
と
も
に
工
業
も
存
在
し
、
鍛

冶
も
後
者
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
と
れ
ら
の
鍛
冶
は
ほ
と
ん
ど
注
文
生
産
に
よ
っ
て
い
た
た
め
市
場
む
け
生
産
は
せ
ず
、

し
た
が

地理的慣性と開発

っ
て
鍛
冶
の
労
働
生
産
物
は
市
場
に
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
は
、

ピ
ュ

l
ヒ
ャ

1
の
経
済
発
展
段
階
に
照
応
す

れ
ば
グ
賃
仕
事
グ
と
グ
手
工
世
一
?
と
の
両
特
性
を
保
有
し
て
い
る
が
、
歴
史
的
事
実
か
ら
例
証
済
み
の
よ
う
に
グ
手
工
業
グ
の
始
初
的
形

態
は
ほ
と
ん
ど
常
に
F

賃
仕
事
2

で
あ
り
、

グ
賃
仕
事
グ
は
自
家
生
産
の
家
内
仕
事
に
対
し
て
、
他
人
の
た
め
に
生
産
す
る
グ
手
工
業
F

の
中
に
一
括
さ
れ
う
る
か
ら
、

F

手
工
業
グ
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
よ
う
。
こ
の
手
工
業
段
階
に
あ
っ
た
堺
鍛
冶
(
万
匠
鍛
冶
・
利
器
工
匠

97 

鍛
冶
・
農
道
具
鍛
冶
の
三
流
儀
あ
り
)
に
刺
激
を
与
え
、
現
在
の
金
属
製
品
加
工
業
(
刃
物
・
自
転
車
諾
部
品
)
の
母
胎
を
つ
く
ら
し
め
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た
の
が
F
鉄
砲
F

・
F
煙
草
H
H

の
伝
来
で
あ
る
。

国

金
属
製
品
加
工
業
の
母
胎
確
立

Mい

鉄
砲
鍛
冶
の
展
開

鉄
砲
は
-
五
回
三
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
、
種
子
が
島
に
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
永
禄
年
聞
こ
五
五
八

t
一
五
六
九
)
に
は
は
や

く
も
堺
で
そ
の
生
産
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
生
産
当
初
の
事
情
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、

一
般
に
は
堺
在
住
の
貿
易
商
で
あ
っ
た
F
橘
屋
又

確
証
す
べ
き
史
料
が
な
い
上
、

三
郎
H
H

が
種
子
が
島
に
赴
き
、
そ
の
技
術
を
な
ら
い
お
ぼ
え
て
、
堺
で
自
家
生
産
し
は
じ
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
に
は

唯
一
の

F

橘
屋
又
三
郎
2

に
関
す
る
史
料
で
あ
る
商
号
看
板
に
は
万
剣
問
屋
と
し
か
明
記
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
別
説
と
し
て
万
匠
之
之
辻
清
右
衛
門
2

に
よ
る
鉄
砲
生
産
が
伝
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は
前
説
に
較
べ
傍
証
と
な
る
べ
き
事
実
が

若
干
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
F
芝
辻
清
右
衛
門
グ
が
桜
之
町
の
住
人
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
ま
た
元
和
健
武
こ
六
一
五
年
)

の
功
に

よ
っ
て
、
堺
鉄
砲
鍛
冶
の
行
司
と
な
る
三
鍛
冶
(
の
ち
に
五
鍛
冶
に
な
る
)
F 

芝、
辻
理
右
衛
門
// 

F 

芝
辻
長
左
衛
r~ 
4 

F 

榎
並
勘
左

衛
門
g

の
う
ち
F
芝
辻
両
家
庁
が
F
芝
辻
清
右
衛
門
F

の
子
孫
と
い
わ
れ
、
居
住
地
も
桜
之
町
(
こ
の
町
域
は
北
隣
域
の
北
旅
寵
町
と
と

も
に
鉄
砲
鍛
冶
連
中
の
集
中
地
で
あ
る
)
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
本
説
の
ほ
う
が
信
頼
度
が
高
い
。
た
だ
貿
易
商
で
あ
る
F
橘
屋
又
三

郎
g

と
万
匠
で
あ
る
F
芝
辻
清
右
衛
門
d

と
の
間
に
鉄
砲
生
産
流
通
機
構
上
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
か
否
か
確
乎
た
る
史
料
は
存
在
し
な

ぃ
。
と
も
か
く
堺
鉄
砲
鍛
冶
は
戦
国
の
世
相
を
敏
感
に
う
け
と
り
発
展
を
続
け
た
。
す
な
わ
ち
一
六
二
四
年
に
は
こ
れ
ら
鉄
砲
鍛
冶
連
中

か
ら
、
前
述
の
三
家
(
分
家
に
よ
り
の
ち
に
五
家
と
な
る
)
が
鉄
砲
年
寄
に
任
命
さ
れ
F

御
用
筒
2

の
用
達
を
ま
か
さ
れ
た
ほ
か
、
堺
北

郷
に
あ
た
る
北
旅
寵
・
桜
之
両
町
に
鉄
砲
鍛
冶
連
中
の
地
域
集
中
化
が
堺
町
奉
行
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
(
こ
の
鉄
砲
鍛
冶
地
区
に
南
接
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諸国からの説鉄砲数表 1

し
て
、
刃
物
鍛
冶
地
区
が
形
成
さ
れ
る
:
・
図
1
の
川
・
帥
)
、

そ
の
全
盛
期
は
表
1
に
み
ら
れ
る
ご

と
く
明
暦
年
間
(
一
六
五
五

t
一
六
五
八
)
で
あ
っ
た
。
鉄
砲
需
要
は
幕
藩
体
制
の
基
盤
が
か
た
ま

る
に
つ
れ
減
少
し
は
じ
め
た
。
特
に
堺
鉄
砲
鍛
冶
は
幕
府
直
接
の
発
注
に
よ
る
御
用
筒
生
産
を
中
心

元禄7年手鑑

に
繁
栄
を
続
け
て
き
た
か
ら
、
当
時
す
で
に
江
州
国
友
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
た
幕
府
直
営
の
鉄

砲
鋳
造
所
は
競
合
相
手
で
あ
っ
た
。
当
初
国
友
鍛
冶
連
中
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
鋳
造
所
で
の
生
産

は
粗
悪
な
も
の
多
く
堺
鉄
砲
鍛
冶
連
中
の
手
工
技
術
の
優
秀
性
に
お
よ
ば
な
か
っ
た
が
、
漸
次
向
上

し
遂
に
御
用
筒
の
需
要
を
満
た
す
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
一
六
六
七
年
以
降
御

用
筒
の
発
注
が
中
止
さ
れ
、

さ
ら
に
F

元
禄
鉄
砲
改
グ
に
よ
り
民
間
へ
の
鉄
砲
売
買
が
禁
止
さ
れ
る

な
ど
し
て
、

堺
鉄
砲
鍛
冶
は
宝
永
年
間

(
一
七

O
四

t
一
七
一

O
)
を
さ
か
い
に
著
し
く
衰
退
し

た
。
こ
の
衰
退
状
況
は
一
七
三

O
年
・
一
七
四
六
年
お
よ
び
一
七
六
五
年
と
再
三
に
わ
た
っ
て
お
と

な
わ
れ
た
F
御
用
筒
鋳
造
の
請
願
F

、
百
姓
威
し
筒
鋳
造
、
刃
物
鍛
冶
へ
の
転
業
な
ど
か
ら
推
察
さ

れ
る
。
特
に
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
へ
の
転
換
が
多
く
、
と
の
た
め
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
連
中
は
一
七
三

O

年
四
月
に
グ
株
仲
間
(
株
数
三
一
)

F

組
織
を
結
成
し
、
自
己
防
衛
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
し
か
し
鉄
砲
鍛
冶
は
な
お
諸
藩
大
名
か
ら
の
発
注
を
頼
り
に
渡
世
を
続
け
て
い
る
。
例
え

ば
一
八

O
一
年
九
月
の
グ
鉄
砲
鍛
冶
諸
家
御
出
入
名
前
控
帳
F

に
よ
れ
ば
一
二
鍛
冶
の
存
在
が
認
め

ら
れ
る

こ
の
二

(
鉄
砲
改
の
お
こ
な
わ
れ
た
元
禄
年
聞
に
は
九
六
鍛
冶
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
)
。

一
鍛
冶
に
は
前
述
の
五
鉄
砲
鍛
冶
年
寄
中
の
二
年
寄
家
名
が
認
め
ら
れ
ず
、

一
八
ニ

O
年
の
請
願
書
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表
2

鉄
砲

鍛
冶

の
変

質

(
a
)
 
鉄

砲
鍛

冶
諸

家
御

出
入

名
前

控
帳

(
1801

年
}

11 
川

堺
豪

商
(

時
)

本
1

持
1

32 
*芝6

辻0
理

右
衛

門

勢笠芝 2
辻谷0

与長左三右衛
衛

門
野

田
屋

市
兵

衛
16 

7
l
*
2
 

箆
谷

与
三

右
衛

門
(

官
許

鉄
砲

製
造

所
)

25 
*
7
 

7
 I

 芝
辻

長
左

衛
門

(
タ

バ
コ

庖
丁

鍛
冶

)
門

田
中

古
右

衛
門

16 
井

川
与

三
郎

キ
3

2
4
 

*
5
 

6
 11* 1

 
井

上
関

右
衛

門
(

官
許

鉄
砲

弾
薬

販
売

所
)

持
松
活本

宇
佐

衛
門

寵
屋

権
右

衛
門

12 
芝

辻
伝

左
衛

門
20 

井
上

関
右

衛
門

嶋
内

市
右

衛
門

10 
5

 
キ
5山

田
五

平
(

タ
パ

コ
庖

丁
鍛

冶
)

19 
山

田
左

七

田
中

善
五

郎
匝

鍛
冶

七
郎

兵
衛

9
4

 
キ
箆6

屋
権

右
衛

門
(

官
許

鉄
砲

製
造

所
)

後
4

18 
榎

並
屋

徳
次

郎

山
田

五
兵

衛
榎

並
屋

駒
太

郎
キ
8

3
 

後
7芝

辻
理

作
(

官
許

鉄
砲

弾
薬

販
売

所
)

8
 

榎
並

匿
伊

兵
衛

。
17 

榎
並

勘
左

衛
門

海
部

屋
吉

兵
衛

勢
9

2
 
*
8
 

井
川

与
三

次
(

タ
パ

コ
庖

丁
鍛

冶
)

8
 

嶋
屋

喜
八

郎

0
印
右
:
上
旧
鉄
砲
鍛
冶
鉄
年
砲
寄
鍛

器
榎9

浪
伊

平
(

官
許

鉄
砲

製
造

所
)

氏
名

の
数

値
:

冶
諸

家
御

出
入

家
数

嶋
谷

喜
八

郎
(

タ
バ

コ
庖

丁
鍛

冶
)



鉄
砲
鍛
冶
は
そ
の
発
生
当
初
に
お
い
て
は
、
手
工
業
段
階
の
経
営
形
態
に
属
し
て
い
た
が
、

一
五
七
五
年
F

長
篠
の
合
戦
2

以
降
鉄
砲

需
要
が
急
増
し
、

そ
の
経
営
形
態
に
変
化
が
み
え
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
発
注
量
の
増
大
が
、

H
U

鍛
工
・
香
子
。
H

と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
下

職
鍛
冶
の
発
生
を
促
し
、
鉄
砲
鍛
冶
連
中
に
階
層
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
と
の
当
時
は
な
お
グ
顧
客
生
産
グ

が
工
業
生
産
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
が
、
生
産
内
部
に
お
い
て
は
F
個
人
の
手
工
技
術
の
優
劣
J

、
生
産
外
部
に
お
い
て
は
通
信
連
絡
網
の

未
成
熟
な
ど
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
特
定
の
鍛
冶
に
発
注
を
偏
僑
せ
し
め
た
こ
と
が
、
下
職
鍛
冶
の
発
生
を
通
し
て
、
鉄
砲
鍛
冶
連
中
を
発

注
者
と
結
び
つ
い
た
鍛
冶
と
結
び
つ
か
ざ
る
鍛
冶
と
に
必
然
的
に
分
離
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
は
堺
に
お
い
て
は
F

元
和
佳
武
F

(

一
六
一
五
)
前
後
に
生
じ
、
こ
れ
以
降
g
鉄
砲
鍛
冶
J

と
い
う
と
発
注
者
と
結
び

つ
い
た
鍛
冶
を
指
し
て
い
る
。
し
か
も
一
八
一
三
年
ま
で
堺
鉄
砲
鍛
冶
連
中
に
よ
る

r
株
仲
間
g

の
結
成
痕
跡
は
な
く
(
文
化
一

O
年
手

鑑
に
い
た
る
ま
で
グ
株
仲
間
表
F

に
は
鉄
砲
鍛
冶
株
お
よ
び
鉄
砲
問
屋
株
の
記
述
皆
無
)
、

ま
た
鉄
砲
鍛
冶
年
寄
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は

た
だ
御
用
筒
用
達
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
、

ほ
か
の
鉄
砲
諸
鍛
冶
の
活
動
を
統
率
・
規
制
す
る
よ
う
な
権
限
は
一
切
保
有
し
て
い
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
鉄
砲
諸
鍛
冶
は
下
職
鍛
冶
を
支
配
し
な
が
ら
も
、

み
ず
か
ら
も
生
産
に
直
接
従
事
し
、
商
品
市
場
に
接
触
す
る
よ
う
に

地理的慣性と開発

な
っ
て
、

し
だ
い
に
市
場
生
産
も
お
こ
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
な
お
所
有
と
労
働
と
が
未
分
離
の
状
態
)
か
ら
、
こ
の
時
期
の
鉄
砲
鍛
冶

の
経
営
形
態
は
F

単
純
商
品
生
産
2

と
規
定
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
。
し
か
し
と
の
経
営
形
態
は
一
八
五
一
年
の
2

諸
株
再
興
グ
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
、
鉄
砲
鍛
冶
連
中
に
も
F

株
仲
間
H

の
結
成
を
み
た
が
、
こ
の
組
織
は
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
封
建
的
独
占
利
益
を
確
保
す
る
と

と
を
主
目
標
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
経
済
外
的
要
因
す
な
わ
ち
堺
町
奉
行
の
施
政
の
一
環
と
し
て
半
強
制
的
に
F

株
仲
間
2

を
結
成
さ

せ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
経
営
形
態
は
な
お
F
単
純
商
品
生
産
ぷ
と
し
て
の
性
格
を
強
く
の
と
し
て
い
る
。
こ
の

101 

よ
う
に
鉄
砲
鍛
冶
は
F

手
工
業
2

か
ら
F
単
純
商
品
生
産
2

へ
と
そ
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
経
営
形
態
を
変
容
せ
し
め
た
が
、
な
お
そ
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鉄砲薬調合・火薬製造所の変質表 3
/官許銃砲弾1

高三善右衛門 (1744年創業)......(1883年)高三善七{薬販売所 j (1749年)

の
生
産
技
術
の
手
工
依
存
度
が
た
か
か
っ
た
た
め
、
実
質
的
に
は
財
所
有
者
と
労
働
力
提
供
者
と
を
未
分
離
の
状
態
で
放

置
し
た
ま
ま
明
治
の
改
革
を
迎
え
た
。
こ
の
傾
向
は
後
述
す
る
刃
物
諸
鍛
冶
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
(
但
し
、
-
鉄
砲
鍛

冶
に
付
随
し
て
発
生
し
な
が
ら
も
、

そ
の
発
展
の
遅
れ
た
鉄
砲
薬
調
合
火
薬
製
造
は
、

一
七
四
九
年
に
動
力
と
し
て
水
車

を
使
用
し
、
と
れ
に
有
利
な
大
鳥
郡
百
済
村
(
高
三
久
兵
衛
)
お
よ
び
万
代
庄
(
高
三
善
右
衛
門
)
で
、

い
わ
ゆ
る
グ
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
グ
の
形
態
で
営
業
を
続
け
明
治
の
改
革
を
迎
え
た
極
め
て
特
異
な
実
例
は
存
在
す
る
が
(
表
3
参
照
)
、

多
く
の
工
業
は
F
単
純
商
品
生
産
H

の
段
階
で
明
治
の
改
革
を
迎
え
た
)
。

と
の
未
分
離
の
状
態
こ
そ
が
小
資
本
・
労
働
・
技
術
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
工
業
生
産
の
基
本
的
構
成
要
素
相
互
の
結
合
を

容
易
に
さ
せ
て
、

い
わ
ゆ
る
F
中
小
零
細
工
業
H

発
生
J

・
存
続
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

久兵衛 (1746年創業)

(ロ)

刃
物
鍛
冶
の
展
開

堺
刃
物
鍛
冶
は
農
道
具
鍛
冶
の
流
儀
が
万
匠
の
影
響
を
う
け
て
漸
次
変
質
し
た
結
果
生
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

起
源
は
と
も
か
く
、
刃
物
が
堺
の
主
要
な
工
業
に
な
る
の
は
万
治
年
聞
こ
六
五
八
l
一
六
六

O
)
で
あ
る
。
と
の
直
接

的
な
き
っ
か
け
は

F
喫
煙
の
風
の
全
国
風
師
す
に
よ
っ
て
、
刻
み
煙
草
製
造
用
の
刃
物
、
す
な
わ
ち
F
タ
バ
コ
庖
T

F

の

需
要
が
急
増
し
た
と
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
タ
バ
コ
庖
丁
を
中
心
と
す
る
刃
物
鍛
冶
は
鉄
砲
鍛
冶
の
隆
盛
の
影
に
か
く

一一一
古
同

れ
て
宝
永
年
間
ご
ろ
ま
で
め
だ
た
ぬ
産
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
前
述
し
た
如
く
鉄
砲
鍛
冶
の
衰
退
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
、

特
に
年
々
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
連
中
は
、

そ
の
特
権
的
地
位
・
封
建
的
独
占
利
益
を
確
保
す
る
た
め

一
七
三

O
年
に
F

タ
バ
コ
庖
丁
株
グ
組
織
を
結
成
し
た
(
株
総
数
一
三
・
冥
加
金
年
三

O
両
・
庖
丁
一
丁
あ
た
り
口

銭
一
一
毘
)
。

こ
の
株
仲
間
組
織
の
結
成
は
単
に
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
連
中
に
だ
け
み
ら
れ
た
現
象
で
、

ほ
か
の
刃
物
鍛
冶
連
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24戸

157戸

堺刃物諸鍛冶の実情(1761年)

3戸

18戸

10戸

(堺町奉行池田筑後守手鑑)

者業売

計

販大工道具鍛冶

研屋

庖丁柄屋

表 4

戸

戸

戸

A
宮

内

4

l

-

a
u
q
O

司

出刃・薄刃鍛冶

タバコ庖丁鍛冶

剃刃鍛冶

中
に
は
全
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
そ
の
後
、
前
挽
鍛
冶
は
一
八

O
八
年
に
株
仲
間
組
織
を
結
成
す
る
以
外
、

八
五
一
年
の

F

諸
株
再
興
庁
に
い
た
る
ま
で
、

ほ
か
の
刃
物
鍛
冶
株
お
よ
び
刃
物
問
屋
株
に
関
す
る
記
録
皆
無
)
。

こ
の
株
仲
間
組
織
の
結
成
に
よ
っ
て
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
仲
間
は
ほ
か
の
刃
物
諸
鍛
冶
よ
り
厚
遇
さ
れ
、

一
七
六

年
に
は
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
定
住
地
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
七
六
一
年
に
は
堺
北
郷
の
う
ち
、
綾
之
・
錦
之

-
台
屋
・
普
教
寺
・
中
浜
二
丁
目
の
五
丁
(
図
1
・:刊)、

そ
の
後
一
七
九

O
年
の
定
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
東
六
間

筋
通
り
三
丁
が
あ
ら
た
に
付
加
さ
れ
(
図
1
・
:
伺
)
、
あ
わ
せ
て
八
丁
の
範
囲
で
タ
バ
コ
庖
丁
生
産
が
お
と
な
わ
れ

て
き
た
。
当
時
宝
暦
年
聞
に
お
い
て
は
堺
刃
物
鍛
冶
は
大
き
く
二
分
さ
れ
℃
い
た
。
前
述
し
た
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶

仲
間
が
そ
の
一
翼
を
な
し
、

他
方
表
4
に
み
ら
れ
る
如
く
出
刃
・
薄
刃
鍛
冶
連
中
が
も
う
一
翼
を
構
成
し
て
い

た
。
出
刃
・
薄
刃
鍛
冶
連
中
に
は
株
仲
間
組
織
な
く
、

タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
域
と
は
別
の
鍛
冶
域
集
団
を
つ
く
り
あ

げ
て
い
た
(
図
1
・
:
料
、
こ
の
地
区
は
F

大
町
東
三
・
四
丁
の
間
に
あ
る
字
山
乃
上
鍛
冶
屋
町
グ
と
称
し
て
い
た

が
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
出
刃
・
薄
刃
鍛
冶
連
中
の
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶

地
区
へ
の
移
転
に
よ
っ
て
生
じ
た
)
。

こ
の
二
種
の
庖
丁
鍛
冶
連
中
こ
そ
が
、

鉄
砲
鍛
冶
と
と
も
に
堺
金
属
加
工

業
隆
盛
の
素
地
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
表
4
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
堺
刃
物
鍛
冶
に
は
す
で
に
社
会
的
分
業
と
協
業
と
が
と
も
に
認
め
ら

れ
、
あ
る
程
度
ま
で
の
量
産
体
制
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
列
挙
し
て
あ
る
販
売
業
者

が
如
何
な
る
性
格
を
も
づ
た
も
の
か
、

そ
の
内
容
把
握
が
出
来
な
い
が
、

タ
バ
コ
底
丁
鍛
冶
に
関
す
る
限
り
、
こ

の
販
売
業
者
は
F

行
商
人
d

を
指
す
。
し
か
し
F

和
泉
名
所
図
会
2

の
庖
丁
屋
の
情
景
は
明
ら
か
に
刃
物
問
屋
の
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存
在
を
表
現
し
て
い
る
が
、

幕
末
ま
で
F

刃
物
問
屋
株
ぷ

に
関
す
る
史
料
が
皆
無
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ち
、

そ
の
勢
力

宝暦年間以降の堺刃物産業分布図

は
微
弱
な
も
の
と
推
定
さ
れ

る。
刃
物
鍛
冶
は
鉄
砲
鍛
冶
に

較
べ
て
そ
の
盛
衰
状
況
は
著

し
く
な
く
、
着
実
に
そ
の
生

産
基
盤
を
拡
充
さ
せ
て
い
っ

た
c

殊
に
は
や
く
か
ら
株
仲

図 1

聞
を
結
成
し
そ
の
特
権
的
地

位
・
封
建
的
独
占
利
益
の
確

保
に
努
め
た
タ
バ
コ
庖
丁
鍛

冶
仲
間
の
資
本
蓄
積
に
は
特

筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
一
七
三

O
年
の
タ
パ



コ
庖
丁
鍛
冶
仲
間
結
成
の
要
に
な
っ
た
F
石
割
作
左
衛
門
2

・
F

尾
方
善
四
郎
2

・
F

巴
清
蔵
F

な
ど
の
鍛
冶
は
、

d

幕
末
の
一
八
五
一
年

に
は
相
当
数
の
借
屋
を
支
配
し
、
自
己
の
下
職
で
あ
る
研
鍛
冶
・
庖
丁
柄
付
職
を
す
ま
わ
せ
て
い
た
。
事
実
タ
バ
コ
庖
了
鍛
冶
株
仲
間
は

す
べ
て
製
造
卸
の
経
営
様
式
を
と
り
、
他
産
地
と
の
取
引
も
す
べ
て
こ
の
鍛
冶
自
体
が
お
こ
な
っ
て
い
た
(
一
八
五
一
年
、
播
州
三
木
仲

買
問
屋
と
の
取
引
も
直
接
堺
刃
物
鍛
冶
自
体
が
お
と
な
っ
て
い
る
)
。

し
か
し
株
仲
間
の
な
か
っ
た
刃
物
鍛
冶
は
鉄
砲
鍛
冶
か
ら
の
転
業

が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
利
用
し
た
鍛
冶
の
一
部

r
問
屋
化
グ
が
認
め
ら
れ
る
〈
浅
香
久
平
・

か
な
り
の
競
合
関
係
が
み
ら
れ
、

梶
本
弥
七
・
増
井
豊
七
・
酒
井
包
義
・
石
谷
藤
治
郎
)
。

し
か
し
そ
の
資
本
蓄
積
過
程
は
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
の
も
の
に
速
く
お
よ
ば
な
か

っ
た

(

F
諸
株
再
興
グ
(
一
八
五
ご
に
よ
っ
て
農
道
具
鍛
冶
株
仲
間
・
山
之
上
打
物
〔
出
刃
・
薄
刃
〕
鍛
冶
株
仲
間
が
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶

株
仲
間
・
前
挽
鍛
冶
株
仲
間
の
ほ
か
に
新
ら
た
に
結
成
さ
れ
た
が
、
前
述
の
鉄
砲
鍛
冶
株
仲
間
と
同
様
、
経
済
外
的
強
制
に
よ
り
結
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
ギ
ル
ド
的
性
格
は
極
め
て
弱
か
っ
た
)
。

こ
の
よ
う
に
堺
刃
物
鍛
冶
に
よ
る
資
本
蓄
積
は
主
に
タ
バ
コ
庖

丁
鍛
冶
に
よ
っ
て
お
と
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
の
生
産
技
術
は
ほ
か
の
刃
物
鍛
冶
同
様
な
お
極
め
て
手
工
依
存
度
が
強
か

っ
た
。
そ
れ
故
そ
の
経
営
形
態
も
単
に
F

手
工
業
F

か
ら
F

単
純
商
品
生
産
グ
へ
と
発
展
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
(
山
之
上
鍛
冶
に
は
問

地理的慣性と開発

屋
制
家
内
工
業
の
発
芽
が
認
め
ら
れ
る
)
。

そ
の
移
行
時
期
に
多
少
違
い
が
認
め
ら

し
か
し
上
述
の
過
程
は
刃
物
鍛
冶
の
内
容
に
よ
り
、

れ
た
。
す
な
わ
ち
商
品
化
の
は
や
か
っ
た
タ
バ
コ
庖
丁
鍛
冶
は
万
治
年
聞
こ
六
五
八

l
一
六
六

O
)
に
F
単
純
商
品
生
産
グ
体
制
に
移

行
し
、

一
七
三

O
年
四
月
に
グ
株
仲
間
r
を
組
織
し
て
そ
の
特
権
的
地
位
を
確
保
す
る
の
に
対
し
、
山
之
上
鍛
冶
の
F
単
純
商
品
生
産
r

体
制
へ
の
移
行
は
宝
永
年
間
(
一
七

O
四
l
一
七
一

O
)
で
、
幕
末
の
安
政
年
間
(
一
八
五
四

l
一
八
五
九
)
に
は
部
分
的
で
は
あ
る
が

F

問
屋
制
家
内
工
業
グ
へ
の
展
開
が
認
め
ら
れ
る
が
、
な
お
実
質
的
に
は
財
所
有
者
と
労
働
力
提
供
者
と
を
分
離
し
え
ず
に
明
治
の
改
革
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を
迎
え
た
。
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図 2 堺における刃物産業の現況分布図
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田
『
S

こ
の
未
分
離
の
状
態
が
現
代
の
F

中

小
零
細
工
業
F

発
生
・
存
続
の
基
盤
と

な
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

駒

伝
統
工
業
の
近
代
化

す
で
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
堺
に
お

い
て
は
、
鉄
砲
・
刃
物
鍛
冶
を
通
し
で

始
初
的
な
意
味
な
が
ら
、
下
層
(
地
場
)

か
ら
の
産
業
資
本
育
成
が
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
。
鉄
砲
鍛
冶
は
明
治
の
新
制
度

に
よ
っ
て
F

宮
許
制
F

に
な
っ
た
た
め

そ
の
展
開
は
な
お
衰
退
し
、
そ
の
生
産

的
遺
産
(
設
備
・
技
術
・
労
働
な
ど
)

は
輸
入
自
転
車
の
部
品
製
造
に
あ
て
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
七

O
年
に
本
邦

に
は
じ
め
て
輸
入
さ
れ
た
自
転
車
は
、

そ
の
軽
便
さ
が
大
い
に
利
用
さ
れ
、
直
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肱匝国土地理院(大阪百南、夜間)

ち
に
普
及
し
そ
の
修
繕
・
部

品
換
え
の
必
要
性
か
ら
新
ら

た
な
産
業
が
誕
生
し
た
。
堺

で
は
こ
の
新
産
業
を
鉄
砲
鍛

堺における自転車産業の現況分布図

冶
が
中
心
と
な
っ
て
う
け
つ

い
だ
(
大
泉
喜
太
郎
・
高
木

幸
太
郎
・
吉
田
哲
郎
・
前
田

二
郎
ほ
か
浜
田
某
・
近
藤
某

な
ど
は
い
ず
れ
も
鉄
砲
鍛
冶

で
あ
っ
た
)
。

こ
の
よ
う
に

堺
自
転
車
工
業
が
早
い
時
期

に
し
か
も
短
期
間
に
形
成
さ

図 3

れ
え
た
の
は
、
堺
自
体
の
都

市
化
こ
八
六
八
年
人
口

八
O
O
O人
)
が
可
成
り
進

み
自
転
車
の
普
及
が
は
や
か

っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、

よ
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り
大
き
な
要
因
は
鉄
砲
・
刃
物
鍛
冶
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
グ
小
資
本
・
労
働
・
技
術
グ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
工
業
生
産
の
基
本
的
構
成

要
素
相
互
の
結
合
の
容
易
さ
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
(
工
業
経
営
形
態
が
上
述
し
た
如
く
な
お
F

単
純
商
品
生
産
2

に
あ
っ
た

堺
鉄
砲
・
刃
物
鍛
冶
で
は
労
働
者
の
育
成
は
充
分
で
な
か
っ
た
が
、
農
人
町
〔
図
1
:
・
判
〕
成
立
後
農
民
が
農
地
か
ら
は
な
さ
れ
て
堺
濠

内
に
居
住
す
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
た
め
、
元
禄
年
間
以
降
捨
地
と
し
て
町
方
に
奉
公
す
る
も
の
多
く
、
鉄
砲
・
刃
物
鍛
冶
で
も
こ

れ
ら
農
民
を
雇
っ
た
が
ど
の
程
度
か
明
ら
か
で
な
い
)
。

当
初
修
繕
な
ら
び
に
部
品
製
造
か
ら
は
じ
ま
っ
た
堺
自
転
車
工
業
も
一
九

O
七

年
を
さ
か
い
に
国
産
完
成
車
製
造
に
移
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
刃
物
鍛
冶
は
鉄
砲
鍛
冶
か
ら
の
転
業
(
表
2
)
を
含
め
て
、
な
お

タ
バ
コ
庖
丁
生
産
を
中
心
に
展
開
す
る
が
、

一
部
に
は
浅
香
久
平
ご
八
八
三
年
、
万
打
刃
物
問
屋
)

の
よ
う
に
F

工
具
製
造
F

に
転
換

し
て
ゆ
く
も
の
も
あ
っ
た
こ
八
九
三
年
、

F
ス
コ
ッ
プ
H
シ
ョ
ベ
ル
工
場

F創
設
:
・
現
2

浅
香
工
業
K
K
F
の
前
身
)
。
し
か
し
タ
バ
コ

一
九

O
四
年
の
F

同
専
売
法
改
正
2

に
よ
っ
て
大
打
撃
を
う
け
、
新
規
刃
物
と
し
て

庖
丁
生
産
は
一
八
九
八
年
の
F
葉
煙
草
専
売
法
庁
、

鉄
製
造
を
は
じ
め
る
も
の
の
ほ
か
自
転
車
部
品
製
造
に
転
業
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
の
当
時
堺
自
転
車
工
業
は
そ
の
全
部
品
国
産
化

の
た
め
大
い
に
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
九
九
年
シ
l
ト
ポ
ス
ト
、

一
九

O
四
年
ホ

1
ク、

一
九

O
六
年

リ
ム
、

一
九

O
七
年
コ
ス
タ
l
・
ハ
ブ
、

さ
ら
に
一
九

O
八
年
に
は
ス
ポ
l
ク
・
ギ
ヤ
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
国
産
化
に
成
功
し
、
堺
自
転
車

工
業
基
盤
が
確
立
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
部
品
製
造
の
下
請
と
し
て
多
数
の
刃
物
鍛
冶
が
転
向
し
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
ま
た
刃
物
鍛
冶
に
お
い
て
は
、
幕
末
に
山
之
上
鍛
冶
の
一
部
に
み
ら
れ
た
F
問
屋
制
家
内
工
業
F

体
制
が
成
長
し
、
原
材
料
支
給
・

製
品
一
切
買
上
げ
を
通
し
て
確
乎
た
る
商
業
資
本
支
配
を
築
き
あ
げ
、

配
を
維
持
す
る
。

一
九
三
九
年
一
二
月
の
F
物
資
使
用
収
用
令
2

公
布
ま
で
そ
の
支

こ
の
よ
う
に
鉄
砲
・
刃
物
鍛
冶
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
工
業
生
産
の
基
本
的
構
成
詰
要
素
は
自
転
車
部
品
・
刃
物
を
主
体
と
す
る
金
属



製
品
加
工
業
に
伝
承
さ
れ
、
今
日
の
堺
金
属
製
品
加
工
業
の
一
翼
を
形
成
し
、
堺
の
工
業
開
発
の
素
地
を
内
的
に
造
り
あ
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
g
地
理
的
慣
性
F

の
グ
地
域
開
発
2

へ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

H
H

地
理

的
慣
性
h
H

の
概
念
中
に
は
当
然
上
述
し
て
き
た
工
業
生
産
の
基
本
的
構
成
諸
要
素
の
結
合
の
結
果
生
じ
た
F

生
産
の
場
ぷ
の
空
間
(
地
域
)

的
拘
束
性
も
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

る
(
図
1
も
参
照
)
。

堺
に
お
け
る
刃
物
産
業
・
自
転
車
産
業
と
も
図
2
・
3
に
み
ら
れ
る
如
く
、

伺

あ

か
か
る
意
味
で
の
F

地
理
的
慣
性
d

を
よ
く
表
示
し
て
い

と

カ3

き

堺
の
金
属
製
品
加
工
業
、
特
に
刃
物
・
自
転
車
産
業
の
形
成
事
情
を
工
業
生
産
発
展
段
階
史
的
に
論
じ
な
が
ら
、

グ
地
理
的
慣
性
グ
の

を
た
ま
わ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

概
念
規
定
と
さ
ら
に
そ
れ
と
地
域
開
発
と
の
問
題
に
触
れ
た
が
、
浅
学
の
た
め
多
く
の
誤
り
を
お
か
し
た
と
思
う
。
先
輩
諸
氏
の
ご
教
示

地理的慣性と開発
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