
城
下
町
の
空
間
構
造
再
考

!
i城
地
・
町
地
の
面
積
比
率
の
問
題
を
中
心
に

l

|

金

年

井

は
じ
め
に

本
研
究
は
我
が
国
の
城
下
町
を
と
り
あ
げ
、
主
に
城
地
・
町
地
の
面
積
と
そ
の
藩
の
石
高
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

城下町の空間構造再考

い
わ
ゆ
る
「
地
域
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
地
理
学
が
な
し
え
た
最
も
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
こ
れ
を
静
的
で
は
な

く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
ら
え
る
の
は
常
識
で
あ
る
が
、
塵
史
地
理
学
で
は
し
ば
し
ば
「
歴
史
的
地
域
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

者・

(UF目
的
丹
色
白
は
、
地
域
と
そ
の
中
心
聞
に
は
休
み
な
い
相
互
作
用
が
働
い
て
お
り
、
両
者
に
平
衡

(
H休
止
)
が
訪
れ
た
と
き
に
歴

史
的
中
心
地
を
も
っ
歴
史
的
地
域
(
国

Z
O江
田

nrFsr岳
民
乙
が
成
立
す
る
(
1
〉
と
述
べ
、
水
津
一
朗
氏
も
こ
の
「
力
学
」
を
自
己
の

地
域
観
の
形
成
に
援
用
し
て
い
る
(
Z
Y

城
下
町
と
そ
の
中
心
で
あ
る
城
と
の
聞
に
も
、
当
然
、

何
ら
か
の
秩
序
が
み
ら
れ
る
に
違
い
な

173 

ぃ
。
そ
れ
は
そ
の
藩
の
性
格
|
政
治
的
・
経
済
的
な
意
味
で
の
ー
を
反
映
す
る
も
の
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
本
稿
で
は
か
か
る
仮
説
を
簡
潔

に
、
面
積
(
比
率
〉
の
大
小
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
す
)
O

'
も
っ
3

と
ヨ
も
、

こ
の
よ
う
な
考
え
は
筆
者
が
は
じ
め
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可
h
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表 1 城下町の町地・城地面積と石高

府町叫町司)(kベ絵附年代 122開 11城の立一代同噌 (km
2

)1諮問I(A)/門
1.久秋保田田 3.87 弘化4(1847) 20.58 平山(1603-4) 19 
E 域〕

2.新発田 1. 27 正保2・3(1645.6) 5 平(室町→慶長末町 0.244 6 0.197 外

3.富 山 2.37 万治(1658-61) 10 平(1543?→1661) 0.084 10 0.035 外

4.金 沢 8.64 延宝(1673-8) 102.5 平山(1546) 0.088 83.5 0.010 外

5.福 井 3.70 嘉永6(1853) 32 平(1601→1606) 1. 306 67 0.353 家

6.盛 岡 2.45 文政3(1820) 13 平(桃山→1633) 0.014 10 0.006 外

7.会津若松 7.11 正保(1644-48) 23 平(1384-→1600-) 60 

8.山 形 5.35 幕末 21 平(1357→1592頃) 0.320 24 0.060 

9.宇都宮 2.65 天保14(1843) 7.78 平(?→1619-22頃) 0.859 ワ -UU日G 

10. Jl! 越 1. 78 江戸中期 (8.4) 中平(1457→1590以降) 家

11.松 本 1. 53 元禄 8.9(1695.6) 6.5 平(文禄・慶長年間) 0.108 8 0.071 譜

12.上 田 1. 44 元和8-宝永3 6 平(1583→1626) 0.378 3.8 0.263 譜
(1622-1706) 平山

13.岡 崎 2.00 明和6(1769) 5 
(1452-57→1617) 0.041 5 0.024 主ロ並悶

14.岐 阜 0.87 幕末 3.2 

15.大 垣 0.83 寛永(1624-44) 10 平(1649頃) 0.116 10 0.140 当日目立

16.大和郡山 1. 59 6 平(1580-)り 0.308 6 0.193 譜

17.仙 Aロa、 12.46 元禄(1688-1784) 4 山(1602→1639) 外

18.江 戸 72.00 享保(1716-36) (250) 5) 平(室町→ ) 4.087 (250) 0.057 

19.小田原 2.75 万延 1(1860) 10.7 山十平山 主日並目

(14C末→1590)
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0.372 

0.682 

0.561 

0.013 

0.307 

0.254 

平(1589→1607)

(6) 11 平山(157か-71581)

(11) 11 平 (1601~1610→)

61. 95 11 平(1610→)

3.6 11 平(10C末→)

(65.74)叫平(1583~1629)

4 平(1617~→)

5.3 11 平(応永頃→1640~)

55.5 11 平山(1585→1621)

15 平山(1609→ ) 
27.5 11 山(1532頃→1600)

8 平山(1618~1603~)

16.85 11 平山 (1441→1603~)

10.1 11 平山(1622-→)

42.6 11 平(1591→1599)

(12) 11平C水際コ(1588→1676)

25.7 11 平山(1385→1585)

(14) 11 平山(1602→1638頃)

17.26 11 平山(1601→1753)

(14) 11 平(1602→1606)

51. 3 平山(1601→1608)
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ワ
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ワ
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安政2(1219) 

文化 3(1805) 

幕末
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ワ

幕末

江戸中期
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剖
刑
制
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由
)
閣
制
耕
輔
叫
吋
吊
)
剖
到
。

て
で
は
な
い
。
既
に
関
山
直
太
郎
氏
は
「
(
城
下
町
の
〉
大
き
さ
は
大
体
藩
の
大
小
即
ら
石
高
の
多
寡
に
比
例
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

従
っ
て
一
日
一
出
来
上
っ
た
城
下
町
で
も
減
封
さ
れ
た
り
、
或
い
は
転
封
で
小
大
名
が
代
っ
て
来
た
よ
う
な
場
合
は
、
町
も
人
口
も
縮
少
す

る
例
も
あ
る
」

(
4
v

と
述
べ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
を
定
量
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
城
下
町
研
究
(
既
に
い
ろ
い
ろ
な

角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
)
に
新
し
い
知
見
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

近
世
城
下
町
に
お
り
る
城
地
・
町
地
・
石
高

近
世
城
下
町
に
つ
い
て
は
、
全
体
的
に
か
な
り
の
数
の
域
下
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
藤
岡
謙
二
郎
氏
は
前
二
著
ハ
5
X
S
に
お
い
て
各

地
の
城
下
町
を
と
り
あ
げ
、
近
世
の
絵
図
を
現
行
の
地
形
図
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
、
そ
の
面
積
を
測
定
す
る
と
い
う
試
み
を
行
な



っ
て
い
る
。
氏
の
目
的
は
こ
れ
と
現
時
点
で
の

D
I
D
面
積
と
の
比
を
求
め
、
明
治
以
降
の
市
域
拡
張
率
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
本
稿
で
は
藤
岡
氏
の
デ
ー
タ
に
多
く
を
依
り
つ
つ
も
、
で
き
る
だ
け
筆
者
自
身
で
も
計
測
を
行
な
い
、
デ
ー
タ
の
数
を
増
や
す
こ
と

に
務
め
た
(
表
1
)
。
そ
れ
に
し
て
も
全
城
下
町
に
つ
い
て
値
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
ま
た
試
論
の
段
階
に

す
ぎ
な
い
。

な
お
、
こ
こ
で
本
稿
で
用
い
る
「
城
地
」
、
「
町
地
」
の
定
義
を
述
べ
て
お
く
と
、
前
者
は
一
般
に
城
の
大
手
門
よ
り
内
側
で
内
濠
、
場

合
に
よ
り
中
濠
の
水
系
の
部
分
を
も
含
む
区
域
と
し
て
お
く
?
)
。
後
者
は
法
制
的
な
意
味
で
の
「
町
」
で
は
な
く
、
景
観
的
な
意
味
で
町

18-
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図

屋
化
さ
れ
た
区
域
を
さ
す
の
で
あ
り
、
今
日
い
う

D
I
D

に
近
い
。

付

城
地
と
石
高
と
の
相
聞
に
つ
い
て

城
の
多
く
は
ル

l
ツ
を
中
世
戦
国
期
に
も
つ
が
、

し、

う

ま
で
も
な
く
城
域
な
い
し
そ
の
内
部
の
築
造
物
は
改
変
を

加
え
ら
れ
て
い
く
。
秀
吉
時
代
の
大
坂
城
は
よ
く
知
ら
れ

た
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
城
地
と
石
高
と
の
相
関
を

論
ず
る
場
合
、
城
が
最
終
的
に
確
定
さ
れ
た
時
点
で
の
石

r 

高
を
比
較
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
期
に

大
名
の
本
拠
と
な
っ
て
い
た
城
は
大
部
分
が
慶
長
年
間

〈
一
五
六
九

i
一
六
一
五
〉
に
形
を
整
え
ら
れ
た
も
の
で
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あ
り
‘
城
〈
城
郭
)
の
修
築
に
は
当
然
幕
府
の
修
築
許
可
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
幕
府
の
意
図
l
例
え
ば
外
様
に
お
い
て
は
あ

ま
り
城
域
の
拡
大
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
っ
た
ー
が
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図
ー
は
石
高
と
城
地
面
積
と
の
相
関
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
関
係
数
『
H
0・
誌
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
聞
に
は
か

な
り
の
相
闘
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
回
帰
直
線
よ
り
左
上
に
行
く
ほ
ど
石
高
の
割
に
城
地
面
積
が
大
き
く
、
右
下
に
行
く
ほ
ど
そ

の
逆
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
前
者
の
顕
著
な
例
と
し
て
名
古
屋
・
上
回
二
両
松
な
ど
が
あ
り
、
後
者
の
例
と
し
て
は
鹿
児
島
・
金
沢
・

徳
島
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
幕
府
に
対
す
る
親
疎
の
差
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
外
様
の
中
で
は
広
島
城
の
面
積
が
と

く
に
大
で
あ
る
が
、
石
高
の
割
に
は
そ
れ
程
で
は
な
く
、
他
の
外
様
の
藩
で
は
一
般
に

0
・
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
越
え
な
い
。
ま

た
、
通
例
平
城
は
山
城
・
平
山
城
よ
り
も
大
き
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
図
で
は
そ
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
歴
然
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
山

-4 

24・
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10 

城
、
平
山
城
に
は
上
限
が
あ
っ
て
、
面
積
的
に
巨
大
と
い
え
る
よ
う
な
城
が
な

い
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
(
8
Y

亡3

町
面
積
と
石
高
と
の
相
聞
に
つ
い
て

図
2
は
右
の
表
題
に
つ
い
て
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
H
C・
8
で
、
付
よ

り
一
層
相
関
関
係
は
明
瞭
で
あ
る
。
城
地
の
場
合
は
地
形
的
な
制
約
な
ど
で
対

応
関
係
が
弱
め
ら
れ
る
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
藩
の
性
格
と
ポ
イ
ン
ト
の
分
布

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
大
体
け
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
が
、
金
沢
な
ど
を
除
い

て
回
帰
直
線
を
大
き
く
は
ず
れ
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

図 2

日
開

町
地
・
城
地
の
面
積
比
率



家
門
代
様
的

御
家
諸
外
輔

自
問
機
凶
図
即

図 3城地面積/町地面

積・比率の分布

O. 

O. 

O. 

O. 

O. 

図
3
は
表
1
の
C
を
グ
ラ
フ
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、

城
地
が
町
面
積
の
五

O
Zを
越
え
る

も
の
か
ら
一
%
に
た
り
な
い
も
の
ま

で
、
相
当
の
幅
が
あ
る
。
こ
の
図
を

作
製
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
次
の

水
田
義
一
氏
は
寺
内
町
内
部
に
お
け
る
真
宗
寺
院
の
役
割
り
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
寺
院
の
敷
地
が
町
に
占
め
る
割
合
を
み
て
い

理
由
に
よ
る
。

る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
富
田
林
で
は
寺
院
(
興
正
寺
〉
の
割
合
は
五
%
程
に
す
ぎ
ず
、
八
人
衆
の
一
人
で
あ
る
杉
山
氏
の
敷
地
と
同
面

積
で
、
「
町
内
部
に
お
け
る
比
重
が
い
か
に
下
が
っ
て
い
る
か
」
(
主
を
知
り
う
る
と
し
た
。
城
下
町
に
つ
い
て
も
同
様
の
手
法
が
適
用
で

き
る
と
思
う
。
図
3
を
み
る
と
城
地
が
町
地
の
四
分
の
一
を
越
え
る
の
は
譜
代
か
家
門
に
属
す
る
藩
で
あ
っ
て
、
権
力
機
構
の
強
大
さ
を

城下町の空間構造再考

う
か
が
わ
せ
る
。
逆
に
一
%
を
切
る
の
は
外
様
ば
か
り
で
あ
る
。
確
か
に
外
様
で
も
広
島
・
新
発
田
は
比
較
的
高
率
で
あ
る
が
、
前
者
は

城
域
確
定
時
の
石
高
と
町
面
積
測
定
時
の
そ
れ
と
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
原
因
の
一
つ
と
い
え
よ
う
し
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
城
域
が

最
終
的
に
確
定
さ
れ
た
の
が
関
ケ
原
の
合
戦
前
|
一
二

O
万
五

O
O
O石
の
大
藩
で
あ
っ
た
ー
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
ま
た

後
者
が
外
様
と
な
っ
た
の
は
後
の
ζ

と
で
あ
り
、
関
ゲ
原
の
役
で
は
徳
川
方
に
つ
い
て
い
て
ハ
リ
、
こ
の
高
率
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
百
三

179 

こ
の
図
で
は
岸
和
田
・
高
槻
・
福
井
が
と
く
に
比
率
が
高
い
と
い
え
る
が
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
畿
内
の
城
下
町
規
模
の
零
細
性
白
)
に

帰
さ
れ
る
面
も
あ
る
。
町
は
小
さ
く
て
も
城
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
か
ら
、
必
然
的
に
城
地
面
積
の
比
率
は
高
く
な
る
。
福
井
に
つ
い
て
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は
後
述
し
た
い
。帥

石
高
の
増
減
と
町
地
と
の
関
連
に
つ
い
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
石
高
と
町
の
面
積
と
の
聞
に
は
明
ら
か
な
相
関
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
も
う
少
し
追
求
し
て
み
た

ぃ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
関
山
民
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
江
戸
期
の
都
市
は
城
下
町
に
限
ら
ず
大
体
江
戸
中
期
ま
で
に
発
展
が
止
ま

り
、
そ
の
ま
ま
幕
末
ま
で
続
く
ケ
I
ス
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
「
城
下
町
に
発
展
性
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
過
半
或
い
は
大
き

な
部
分
を
占
め
た
武
士
及
び
そ
の
従
属
者
が
固
定
的
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
工
商
の
町
人
数
に
も
固
定
的
な
限
度
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
」
(
日
)
と
。
こ
れ
は
一
応
妥
当
な
結
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
侍
階
級
と
町
と
の
関
係
は
あ
る
程
度
認
め
た

上
で
、
あ
え
て
両
者
が
「
支
え
る
」
と
い
う
ほ
ど
緊
密
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
一
般
論
と
し
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
視
点
を
提

起
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
域
あ
る
い
は
そ
れ
に
付
随
す
る
侍
屋
敷
地
区
と
町
人
が
居
住
す
る
町
屋
地
区
と
の
聞
に
は
、
断
絶
し
て
い
た
面

も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
周
知
の
ご
と
く
、
近
世
城
下
町
は
為
政
者
に
よ
っ
て
計
画
的
に
町
立
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

藩
規
模
に
相
応
の
大
き
さ
を
も
っ
た
城
下
町
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
、
形
而
上
学
的
な
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

最
近
の
史
学
界
の
動
向
と
し
て
、
石
高
制
の
高
が
必
ず
し
も
生
産
高
に
よ
っ
て
一
義
的
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
に
決

定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
考
え
方
が
で
で
き
て
い
る
立

)
O

こ
の
考
え
を
す
す
め
る
と
、

石
高
と
町
面
積
と
の
比
例
関
係
は
形
式
的

意
味
あ
い
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
武
士
を
支
え
る
た
め
の
町
屋
で
あ
る
な
ら
、
侍
屋
敷
地
と
町
地
と
の
聞
に
一
定
の
比
例
関
係

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
ι
し
か
し
筆
者
が
若
干
の
城
下
町
で
計
測
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
大
和
郡
山
で
、
侍
屋
敷
地
(
含
城

地
)
/
全
町
域
1
0・4ω
吹
き
、
会
、
津
若
松
で
同
じ
く
。

-N8
と
い
う
よ
う
に
、
町
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
地
域
差

が
そ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
周
囲
に
有
力
な
経
済
都
市
が
な
い
場
合
に
は
侍
階
級
の
そ
の
町
の
商
工
業
者
へ
の
依
存
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函 4

////.ノ:.-'/1日開]".r也・

図 5 明治初期の大和郡山

C明治18年測量，向20年修正，陸地視Ij量:部 1: 2万仮製図による】
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し
か
し
逆
の
場
合
、

つ
ま
り
町
が
有
力
経
済
都
市
の
勢
力
圏
内
に
含
ま
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矢
守
氏
は
刈
谷

の
領
主
が
名
古
屋
ま
で
桂
い
て
買
い
も
の
を
し
て
い
た
と
い
う
面
白
い
事
例
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
品
三
こ
れ
は
畿
内
の
城
下
町
が
一
般
に

小
規
模
で
あ
る
こ
と
の
説
明
に
も
な
る
。
例

え
ば
、
高
槻
な
ど
も
侍
屋
敷
が
町
屋
よ
り
も

は
る
か
に
広
い
敷
地
を
占
め
て
い
る
が
、
そ

む
も
そ
も
侍
階
級
は
そ
の
町
に
そ
れ
ほ
ど
「
依

叫
存
」
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
完
全
に
大
阪

の
刻
城
下
町
の

B
R
W
2
R
E
に
入
っ
て
い
て
、

H
Hド
ず

h
d

昨
岬
町
と
し
て
の
独
立
性
が
消
滅
し
て
い
る
わ
け

話

郡
。
『
で
あ
る
。

図

蔵
絵
氏
石
高
の
増
減
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
く
る

町

本
枇
哨
の
は
侍
屋
敷
地
の
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ

B

ち
、
石
高
は
藩
の
か
か
え
る
給
人
の
数
を
示

図

寸
メ
ロ
メ

j

夕
、
ー
で
あ
り
、
こ
の
点
前
掲
関



山
氏
の
「
武
士
お
よ
び
そ
の
従
属
者
が
固
定
的
で
あ
り
」
云
々
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
場
合
と
、

「
石
高
に
応
じ
て
変
動
し
」
の
方
が
正

確
と
い
え
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
高
槻
(
図
4
)
と
大
和
郡
山
(
図
5
・
図
6
)
を
サ
ン
プ
ル
に
と
り
、
明
治
初
期
の
地
形
図
に
よ

っ
て
幕
末
l
明
治
初
期
の
町
の
変
容
を
み
よ
う
。
す
る
と
城
地
+
侍
屋
敷
地
の
部
分
が
そ
っ
く
り
空
地
・
団
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
一
方
、
町
屋
の
部
分
は
存
続
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
町
屋
地
区
に
お
い
て
も
人
口
減
は
み
ら
れ
た
が
、
と
も
か
く
景
観
上
は
町
屋

地
区
と
城
の
付
属
地
と
の
聞
に
は
一
線
が
画
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
再
度
ま
と
め
、

か
つ
補
足
し
て
お
き
た
い
。

一
口
に
近
世
城
下
町
と
い
っ
て
も
城
・
侍
屋
敷
と
町
と
の
結
び
つ
き

の
程
度
は
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
な
り
形
式
的
な
論
理
も
働
い
て
い
た
。
だ
か
ら
①
石
高
増
(
減
〉
、
②
給
人
増
(
減
〉
、
③
町
屋
地

区
の
拡
大
(
縮
小
)
と
い
う
三
つ
の
現
象
の
相
互
関
連
を
考
え
た
場
合
、
①
↓
②
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
成
り
立
つ
が
、
②
↓
③
の
因
果
関

係
は
場
合
に
よ
り
稀
薄
で
あ
る
。

つ
ま
り
①
↓
@
:
③
と
い
う
型
が
一
つ
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
@
@
が
平
行
的
に
お
こ
り
う
る
場
合
は
①

↓
②
↓
@
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
む
し
ろ
②
↑
①
↓
③
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
前
者
は
福

城下町の空間構造再考

井
、
後
者
は
大
和
郡
山
を
例
に
し
て
よ
り
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
、
提
封
と
城
下
町
規
模
と
の
相
聞
に
つ
い
て
は
矢
守
氏
も
論
じ

ら
れ
て
お
り
(
想
、
そ
こ
で
こ
の
二
都
市
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
な
ら
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

〔
福
井
〕
福
井
に
つ
い
て
は
か
な
り
豊
富
な
城
下
絵
図
が
残
さ
れ
て
お
り
、
松
原
信
之
氏
(
号
、

矢
守
氏
〈
幻
〉
が
そ
の
整
理
・
紹
介
を
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
大
部
分
は
足
羽
川
の
埋
積
に
よ
る
肥
沃
な
沖
積
平
野
で
あ
り
、
と
く
に
こ
の
川
以
南
は
東
大
寺
荘
園
糞
置
荘
の

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
明
治
ご
ろ
の
地
形
図
を
み
れ
ば
明
確
な
条
里
地
割
が
み
ら
れ
る
。
城
下
町
は
ほ
と
ん
ど
が
川
の
北
部
に
広
が
っ
て
お

183 

り
、
南
側
で
は
北
陸
道
沿
い
に
町
並
み
が
延
長
し
て
い
る
が
、
大
規
模
な
町
屋
化
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
福
井
が
石
高
の
割
に
は
(
し

か
も
そ
の
石
高
は
途
中
で
半
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
一
層
)
町
が
狭
小
な
の
は
、

一
つ
は
周
辺
が
古
代
か
ら
の
豊
か
な
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水
田
(
日
生
産
地
帯
)
で
あ
り
、
町
屋
化
し
に
く
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
福
井
藩
の
石
高
に
つ
い
て
述
べ
る
に
は
、
貞
享
三
年
(
一
六
八
六
)
の
い
わ
ゆ
る
「
貞
享
の
大
法
」
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ

が
、
こ
れ
に
よ
り
多
数
の
浪
人
が
生
み
だ
さ
れ
、
侍
屋
敷

ば
な
ら
な
い
。
福
井
藩
の
第
五
代
結
城
昌
親
の
時
代
に
、
目
田
親
と
そ
の
子
綱
昌
の
病
弱
を
理
由
に
幕
府
が
石
高
を
半
減
さ
せ
た
の
で
あ
る

地
区
に
多
く
の
空
白
区
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福
井

城
下
の
絵
図
を
み
た
場
合
、
こ
の
年
度
の
前
と
後
と
で
は

ど
の
よ
う
な
変
化
が
お
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
素
朴

に
考
え
れ
ば
面
積
的
に
大
法
以
前
の
も
の
の
方
が
大
で
、

以
降
の
も
の
は
減
少
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
事
実
は
そ

口

25231 

21393 

/ 
20813 

21622 

/ 
20533 

21589 

/ 
20269 

福井城下町の家数と人口

平司 人

5131 

/ 
5459 

5399 

5491 

5518 

5386 

/ 
5197 

2

3

2

m

3

3

5

3

3

 

表 2

長

徳

享保

延 享

寛 延

天明

享 和

"51，. 化

年

慶

正

〔松原信之氏によるコ

o 200m 
b::主--ゴ

際塁侍屋敷地

区S町屋敷地

Eヨ足軽中間信1fu世

仁ヨ寺本u也

福井城下町町割図(貞享2年=1685)部分図 7
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盤整塁侍屋敷地

区~町屋敷地
Eヨ足軽中問屋敷地

巴コ寺社他

Eコ畑地

o 200m 

福井町割図(正徳3年=1713)部分

o 200m 
~土-ゴ

福井町割図(文化3年=1806)部分図 g

う
で
は
な
く
、
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
の
図
が
最
大
範
囲
、
万
治
二
年
(
一
六
五
九
〉
大
火

8
)
以
前
の
図
が
最
小
範
囲
を
示
す
詰
)
O

墜璽侍屋敷地

区~町屋敷地
Eヨ足軽中問屋敷地

仁己寺社他

図 8
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こ
れ
は
も
と
も
と
城
下
が
過
密
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
大
火
を
き
っ
か
け
に
む
し
ろ
自
然
な
姿
に
一
戻
っ
た
か
ら
と
解
釈
で
き
よ
う
。
表

を
み
る
と
慶
長
年
間
か
ら
正
徳
二
年
(
一
七
二
一
)
に
か
け
て
人
口
が
減
少
(
そ
の
後
安
定
)
し
て
い
る
の
に
家
数
は
増
加
(
こ
れ
も
そ
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の
後
は
大
体
安
定
)
し
た
の
は
、
こ
う
い
う
状
況
を
表
わ
し
て
い
る
。

さ
て
、
図
7
1
9
は
城
の
本
丸
か
ら
み
て
南
東
方
向
、
春
秋
門
刷
、
桜
木
門
剛
、
小
桜
門
。
の
三
門
を
挟
ん
で
の
城
内
と
城
外
の
区
域

を
示
し
て
い
る
(
ち
。
域
内
に
空
地
が
み
ら
れ
る
の
は
大
火
以
降
の
現
象
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
は
侍
屋
敷
が
占
め
て
い
た
。

図
7
か
ら
図

8
に
か
け
て
侍
屋
敷
が
大
幅
に
減
少
し
、
空
地
・
畑
地
化
し
て
い
る
の
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
あ
ま
り
顕
著
で
は
な
い
が
町
屋
敷
地
は
伸
び

て
い
る
。
こ
れ
な
ど
城
と
町
の
相
互
無
依
存
を
示
す
例
で
は
な
い
か

av
し
か
し
全
体
と
し
て
空
地
の
ま
ま
放
置
か
、

農
民
が
利
用
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
い
つ
ま
で
も
続
く
わ
け
で
は
な
く
、
享
保
六
年
三
七
一
一
〉
松
岡
藩
主
松
平
昌
平
が

福
井
本
藩
を
継
承
し
て
松
岡
か
ら
多
く
の
家
臣
や
寺
院
が
福
井
に
移
っ
た
。
松
岡
引
越
し
は
元
文
年
間
〈
一
七
三
六

l
四
一
〉
に
完
了
す

る
が
、
こ
れ
に
よ
り
町
内
の
再
構
築
が
行
な
わ
れ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
石
高
減
↓
侍
屋
敷
地
区
減
〔
町
屋
地
区
へ
の
無
影
響
(
あ
る
い

は
町
屋
の
拡
大
)
〕
↓
空
間
の
再
充
填
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
成
り
立
つ
。

松
平
氏
に
よ
る
空
同
整
備
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。
図
9
を
図
7
と
比
べ
る
と
、
城
内
の
侍
屋
敷
地
割
に
は
変
化
が
な
い
(
他
所
で
は

何
個
所
か
敷
地
の
合
併
が
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
)
が
、
域
外
(
正
確
に
は
郭
内

a〉
の
域
外
〉

で
は
か
な
り
整
然
と
し
た
屋

敷
割
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
域
内
に
比
べ
て
、
屋
敷
地
の
小
規
模
な
の
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
図
7
で
は
域
外
で
も

か
な
り
大
き
な
敷
地
を
持
つ
侍
屋
敷
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
が
、
こ
こ
で
は
城
地
の
内
と
外
と
で
明
確
な
ラ
ン
ク
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。

〔
大
和
郡
山
〕
郡
山
の
築
城
は
筒
井
順
慶
に
は
じ
ま
り
、
豊
臣
秀
長
↓
秀
保
↓
増
団
長
盛
の
四
代
、
二

O
年
を
要
し
て
一
応
の
完
成
を

み
た
。
す
な
わ
ち
外
濠
の
完
成
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
城
域
は
こ
の
内
部
を
さ
す
。
城
は
関
ケ
原
の
役
以
降
廃
城
と
な
り
、
そ
の
後
復
興

さ
れ
る
。
こ
れ
は
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
以
降
の
石
高
と
領
主
の
変
遷
は
図
叩
の
通
り
で
あ
る
。
水
野
、
松
子
、
本
多
は
い
ず
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図10

1 

れ
も
大
坂
冬
・
夏
の
陣
に
軍
功
の
あ
っ
た
諸
家
で
あ
る
。
武
家
屋
敷
が
外
堀
外

政
勝
が
入
部
し
て
か
ら
ハ
ぢ
で
あ
り
、

に
も
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
寛
永
一
九
年
(
一
六
三
九
)
本
多
内
記

外
堀
の
内
に
住
ん
で
い
た
住
民
が
濠
外

に
出
さ
れ
、
そ
こ
に
侍
屋
敷
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
ケ
l
ス
も
み
ら
れ
た
(
号
。

か
く
し
て
、
濠
の
外
に
も
侍
屋
敷
・
町
屋
が
形
成
さ
れ
、
矢
守
氏
の
い
わ
れ
る

「
内
町
・
外
町
型
」

0

フ
ラ
ン
(
習
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

少
し
時
代
は
下
る
が
、
享
保
九
年
〈
一
七
二
四
〉
の
時
点
で
の
内
町
・
外
町

言十

3，656 

13.258 

3.63 

享保9年 (1724)当時の大和郡山

の家数・人数

|内町|外
数(軒)1 1，8551 

平均雨

表 3

家

人

の
家
屋
数
、
人
口
を
示
し
て
お
く
(
表

3
、
た
だ
し
町
屋
の
み
〉
。
外
町
で
も

郭
内
に
匹
敵
す
る
位
の
町
屋
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
し
、
家
族
数
か
ら
み
て

家
屋
の
規
模
は
内
も
外
も
似
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
野
崎
清
孝
氏
に
よ
る
と
、
近
世

大
和
郡
山
城
下
の
図
と
し
て
五
種
類
の

も
の
が
あ
る
白
〉
O

こ
こ
で
は
そ
の
う
ち

貞
享
年
聞
の
も
の
(
以
下
貞
享
図
と
呼



lS8 

~町屋駆

霞塁間土(名前の記載あり)

仁コ侍闘士(名前の記載なし)

貞享年間の大和郡山

E図12をベースにして作図ユ

図11

称
)
と
安
政
年
聞
の
も
の
〈
以

下
安
政
図
と
呼
称
)
を
と
り
あ

げ
、
比
較
考
察
し
て
み
た
い

a〉

(
図
日
・
図
ロ
)
。
前
述
の
よ

う
に
、
本
多
内
記
の
時
代
に
域

下
町
は
繁
栄
を
み
る
の
だ
が
、

そ
の
後
松
平
氏
の
入
部
に
伴
い

石
高
が
八
万
石
に
減
封
さ
れ
、

さ
ら
に
大
火
の
せ
い
も
あ
っ
て

町
は
非
常
に
さ
び
れ
た
と
い
わ

れ
る
白
〉
。
次
の
本
多
忠
平
の

入
部
に
伴
な
う
知
行
高
の
増
加

で
城
下
は
や
や
活
況
を
と
り
戻

す
の
で
あ
る
。
貞
享
図
は
こ
の

こ
ろ
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
図
の
う
ち
侍
屋
敷
に
つ
い

て
は
、

名
前
の
記
載
の
有
無
で
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-町屋地区

盤璽侍屋敷(名前の記載あり

仁コ侍屋敷(名前の記載な L

屋
敷
地
の
充
填
度
を
知
り
う
る
。
南

方
の
小
規
模
な
諸
屋
敷
に
つ
い
て
は

記
入
が
な
い
が
、

こ
れ
は
名
前
を
書

き
入
れ
る
に
は
ス
ペ
ー
ス
が
小
さ
す

ぎ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
空
地
に
な
っ

て
い
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
郭
内

の
屋
敷
地
に
は
ほ
と
ん
ど
空
白
が
な

い
た
め
、

町
が
た
ち
直
っ
た
後
か
、

あ
る
い
は
減
封
以
前
の
情
況
を
一
部
し

て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
な
お
、
安

山
政
図
に
は
小
さ
な
武
家
屋
敷
に
ま
で

糊
名
前
の
記
載
が
及
ん
で
お
り
、
し
た

吋
が
っ
て
空
白
の
と
こ
ろ
は
大
体
空
地

欄
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
以
上
の
前

鵡
提
を
踏
ま
え
た
上
で
こ
の
二
枚
の
絵

即
図
を
比
較
す
る
と
、
次
の
諸
点
を
指

摘
で
き
る
。
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ω
貞
享
図
に
比
べ
て
安
政
図
は
明
ら
か
に
外
部
へ
の
拡
大
が
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
周
辺
の
侍
屋
敷
に
空
地
が
目
立
っ
て
い
る
。

ω
時
代
的
に
郭
内
(
外
〉
の
侍
屋
敷
U
大
〈
H
小
)
と
い
う
図
式
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
福
井
に
つ
い
て
も
い
え
た
が
、

こ
こ
で
も
同
様
で
あ
る
。

他
に
も
寺
院
の
移
動
な
ど
と
り
あ
げ
る
べ
き
点
は
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
点
を
あ
げ
て
お
く
。

ωか
ら
さ
ら
に
論
を
す
す
め
た

い
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
多
忠
平
氏
入
封
以
降
、
石
高
二
一
万
石
の
時
代
に
町
は
相
当
の
拡
大
を

み
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
の
衰
退
期
が
や
っ
て
く
る
。
享
保
七
年
三
七
二
二
)
本
多
忠
烈
が
藩
主
と
な
り
、
こ
の
際
に
石
高
は

半
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
藩
で
は
翌
年
、
家
中
の
約
半
数
に
暇
を
出
し
た
と
さ
れ
る

(80
本
多
氏
の
あ
と
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)

に
柳
沢
吉
保
が
甲
府
か
ら
入
部
し
た
が
、
も
は
や
町
は
往
時
の
繁
栄
を
と
り
戻
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
確
認
し

て
お
こ
う
。

町
屋
の
部
分
に
つ
い
て
は
絵
図
に
は
単
に
町
屋
と
わ
か
る
程
度
の
書
き
方
し
か
さ
れ
ず
、
内
部
の
充
填
の
程
度
は
確
か
め
よ
う
が
な

ぃ
。
そ
こ
で
人
口
・
戸
数
の
面
か
ら
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
町
の
人
口
に
つ
い
て
は
延
宝
七
年
(
一
六
七
九
三

享
保
八
年
(
一
七
二

三
)
、
安
永
六
年
ハ
一
七
七
七
〉
の
三
時
点
で
の
デ
ー
タ
が
あ
り
(
号
、
図
は
そ
れ
に
基
い
て
作
製
し
た
。
柳
沢
入
封
以
降
石
高
は
一
五
万

石
で
安
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
は
内
町
・
外
町
と
も
に
減
少
し
総
体
的
に
み
て
幕
末
に
か
け
て
相
当
の
人
口
減
と
な
っ
て
い

る。
一
方
町
屋
敷
数
に
つ
い
て
は
享
保
八
年
(
一
七
二
三
)
、
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
、
寛
政
一

O
年
(
一
七
九
八
)
の
デ
ー
タ
が
あ
り
〔
号
、

こ
れ
も
グ
ラ
フ
化
し
て
み
た
。
注
目
す
べ
き
は
享
保
ご
ろ
か
ら
の
変
化
で
、
内
町
は
家
数
の
増
加
、
外
町
は
減
少
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
外
町
の
住
民
が
内
町
に
流
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
家
持
」
と
し
て
流
入
で
あ
り
、
だ
か
ら
途
中



か
ら
内
町
に
お
け
る
家
持
・
借
家
の
比
率
が
逆
転
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
侍
屋
敷
ば
か
り
で
な
く
町
屋
に
つ
い
て
も
、
衰
退
は
外

側
か
ら
進
行
す
る
と
い
う
図
式
が
成
立
す
る
。

な
お
、
町
家
数
は
差
し
引
き
横
ば
い
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
人
口
は
先
述
の
よ
う
に
、
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り

町
の
衰
退
と
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
い
。
福
井
と
い
い
大
和
郡
山
と
い
い
、
単
に
物
理
的
な
面
積
の
変
化
の
み
を
論
じ
て
い
て
も
不
充
分
で

あ
っ
て
、
人
口
変
動
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
大
和
郡
山
に
お
い
て
は
、
中
途
ま
で
は
石
高
と
町
の
盛
衰
は
連
動
し
て
い
る
が
、
享
保
ご
ろ
か
ら
は
そ
れ
が
崩
れ
、
石
高
減

↓
例
町
屋
地
区
の
減
少
(
↓
求
心
化
)

-ω
侍
屋
敷
地
の
減
少
↓
再
充
填
な
ら
ず
、
と
い
う
図
式
が
で
き
あ
が
る
。
し
か
し
、
同
と
似
の

相
関
性
l
こ
れ
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
が
論
点
と
な
る
の
で
あ
る
が
ー
に
つ
い
て
は
な
お
解
明
が
不
充
分
で
あ
る
。

お
わ
り
に

城下町の空間構造再考

藩
の
石
高
と
城
地
・
町
地
の
相
関
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
こ
ま
で
そ
の
意
味
づ
け
を
探
っ
て
き
た
。
近
世
城
下
町
で
は
か

な
り
形
式
的
な
論
理
が
優
先
す
る
。
そ
の
点
、
当
・
の

rz色
白
流
の
地
域
の
と
ら
え
方
に
は
や
や
あ
て
は
ま
ら
な
い
面
も
あ
る
。
表
-

で
用
い
た
絵
図
は
時
期
的
に
か
な
り
の
幅
が
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
幕
末
で
統
一
し
た
な
ら
ば
、
相
関
性
は
も
っ
と
低
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
大
和
郡
山
で
み
た
よ
う
に
、
石
高
の
変
化
が
町
の
拡
が
り
を
規
制
し
な
い
よ
う
な
ケ
l
ス
が
で
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
封
建
制
の
崩
壊
は
一
つ
は
こ
う
い
う
面
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

191 

事
例
が
福
井
と
大
和
郡
山
に
傾
斜
し
す
ぎ
た
た
め
、
法
則
的
な
こ
と
を
断
言
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
。
同
様
の
手
法
を

用
い
て
他
の
城
下
町
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
今
と
は
ま
た
異
な
っ
た
結
論
が
で
て
く
る
か
も
し
れ
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な
い
。
こ
れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

i主さ

.
2江田
E
F
F
巴

g
の
E
昆
需
品
目
丹
念
同
吋
阻
E
S
F
F
Oロ
。

E
Eロ
m
Z
H
W
ロ
円
。
官
"
ー
守
a
s
h
Eミ
ミ

c
s
h可
・
同
ミ

F
N品・

s
g

水
津
一
朗
「
共
同
体
の
地
理
的
規
模
」
史
林
三
八
|
六
、
一
九
五
五

も
ち
ろ
ん
単
に
面
積
だ
け
で
な
く
、
人
口
な
ど
の
要
素
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
大
和
郡
山
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
。

関
山
直
太
郎
『
近
世
日
本
の
人
口
構
造
|
徳
川
時
代
の
人
口
調
査
と
人
口
状
態
に
関
す
る
研
究
i
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
、
二
一
一
一
頁
。

藤
岡
謙
二
郎
『
現
代
都
市
の
歴
史
地
理
学
的
分
析
』
古
今
書
院
、
一
九
七
七
、
六
九

i
七
七
頁
。

(
6
)

藤
岡
謙
二
郎
編
『
城
下
町
と
そ
の
変
貌
』
柳
原
書
底
、
一
九
八
三
、
一
一

1
二
八
頁

(
7
)

こ
れ
は
矢
守
氏
の
い
わ
れ
る
「
域
内
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
(
矢
守
一
彦
『
都
市
プ
ラ
ソ
の
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
七

O
、
二
五

O
I二
五
一

頁
。
)

(
8
)

な
お
、
城
は
城
下
町
に
お
け
る
最
大
の
ラ
ン
ド
マ

1
グ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
城
(
天
守
閣
)
の
高
さ
と
町
面
積
は
比
例
関
係
を
示
す
の
で

は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
デ
ー
タ
不
足
の
た
め
、
今
の
と
こ
ろ
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
ラ
ン
ド
マ

l
グ
(
戸
田
口
ι
S由
美
)
の
概

念
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
同
2
5
F
ヨnr・
-
g
H
S同
唱
え
同

Z

C
予

5
8
(丹
下
健
三
・
富
田
玲
子
訳
『
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
』

岩
波
書
応
、
一
九
六
九
、
九
八

t
一
O
四
頁
)

(
9
)

水
田
義
一
「
寺
内
町
の
形
態
再
考
」
歴
史
地
理
学
会
会
報
九
六
、
一
九
七
八
、
一
一
四

t
二
五
頁
。

(
叩
)
慶
長
三
年
上
杉
景
勝
が
会
津
へ
移
卦
さ
れ
た
あ
と
、
堀
秀
治
が
春
日
山
城
主
と
し
て
越
後
へ
赴
任
す
る
に
と
も
な
い
、
堀
の
与
力
大
名
溝
口
秀

勝
が
新
発
田
に
封
ぜ
ら
れ
藩
祖
と
な
っ
た
。
秀
勝
は
入
封
直
後
上
杉
遺
民
一
撲
の
鎮
圧
に
功
を
た
て
、
関
ケ
原
の
役
で
は
徳
川
方
に
つ
い
た
こ
と

が
藩
の
基
礎
を
安
定
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
(
中
村
辛
一
「
新
発
田
藩
」
児
玉
幸
多
編
『
近
世
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
二
、

七
五
頁
)

0

(
日
)
外
様
が
親
藩
・
譜
代
に
転
化
す
る
例
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
(
後
述
の
大
和
郡
山
な
ど
)
が
、
こ
の
よ
う
な
逆
の
ケ
l
ス
も
あ
る
。

(
ロ
)
そ
の
理
由
に
つ
い
て
矢
守
氏
は
次
の
三
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
凶
藩
の
構
造
、
回
城
下
町
田
周
に
お
け
る
非
城
下
都
市
の
発
達
度
、
的
提

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 



一
九
七

O)

城下町の空間構造再考

封
の
分
散
度
(
矢
守
一
彦
「
畿
内
に
お
け
る
域
下
町
の
規
模
と
藩
領
の
規
模
に
つ
い
て
」
、
『
幕
藩
社
会
の
地
域
構
造
』
犬
明
堂
、

(
お
)
前
掲
(
4
)
二
三
五
頁
。

(
川
崎
)
松
下
士
山
朗
『
幕
落
制
社
会
と
石
高
制
』
塙
書
房
、
一
九
八
四
、
一
五
頁
。

(
日
)
た
だ
し
郭
内
の
ぶ
で
計
測
。

(
日
)
矢
守
一
彦
『
城
下
町
』
学
生
社
、
一
九
七
二
、
第
四
・
五
章
。

(
げ
)
矢
守
一
彦
『
都
市
図
の
歴
史
|
日
本
篇
』
講
談
社
、
一
九
七
回
、
第
二
部
第
二
章
・
第
三
部
第
二
章
伸
。

(
日
)
矢
守
一
彦
『
城
下
町
研
究
ノ
I
ト
』
古
今
書
院
、
一
九
七
二
、
一

O
七
頁
。

(
四
)
前
掲
(
ロ
)

(
却
)
松
原
信
之
『
若
越
城
下
町
古
図
集
』
古
今
書
院
、
一
九
五
七

(
幻
)
矢
守
一
彦
「
福
井
放
下
絵
図
史
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
』
上
巻
)
大
明
堂
、
一
九
七
八

(
辺
)
福
井
の
大
火
に
つ
い
て
は
、
『
福
井
県
史
・
第
二
巻
』
、
一
九
二
一
、
四
八
四
J
四
九
一
一
良
を
参
照
。

(
お
)
松
原
信
之
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
鈍
)
図
は
す
べ
て
前
掲
(
却
)
か
ら
ト
レ
ー
ス
し
た
。

(
部
)
旧
武
土
地
に
町
屋
が
大
量
に
流
入
す
れ
ば
逆
相
関
が
な
り
た
つ
と
い
え
よ
う
が
、
そ
う
と
は
い
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
外
側
の
町
屋
が
よ
り
内
側

に
移
動
す
る
と
い
う
例
は
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

(
部
)
「
郭
内
」
の
定
義
に
つ
い
て
も
矢
守
氏
に
従
い
、
外
濠
内
、
三
の
丸
・
中
曲
輪
等
の
名
称
で
よ
ば
れ
る
区
域
と
し
て
お
く
。
福
井
で
は
郭
内
V

城
地
で
あ
る
が
、
両
者
が
イ
コ
ー
ル
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
前
掲
(
7
)
二
五

O
t二
五
一
一
良
参
照
。

(
幻
)
『
大
和
郡
山
市
史
』
、
一
九
六
六
、
七
九
六
頁
。

(
却
)
前
掲
(
幻
)
二
二
三
官
良
。

(
却
)
前
掲
(
時
)
、
(
口
)

(
叩
)
野
崎
清
孝
「
大
和
郡
山
城
下
町
絵
図
・
解
説
書
」
(
矢
守
一
彦
編
『
日
本
城
下
町
絵
図
集
・
近
畿
篇
』
)
昭
和
礼
文
社
、
一
九
八
二

(
訂
)
前
掲
(
却
)
に
は
時
期
的
に
こ
の
二
枚
の
絵
図
の
間
に
あ
た
る
宝
永
田
年
(
一
七

O
七
)
の
絵
掴
の
写
真
版
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
侍
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屋
敷
の
外
部

F

へ
の
相
当
な
拡
大
が
、
読
み
と
れ
る
。

(回
U

前
掲
(
-
W
C

一
一
三
六

t
二、一一一七頁。

(
泊
)
前
掲
A
M
μ
ν

一一ア一一四-二一貝。

(
弘
一
)
『
郡
出
師
史
同
一
九
主
三
、
二
九
七
頁
。

(
'
話
)
前
掲
治
引
き

付

司
品
』

畠=百一ロ

本
稿
は
昭
和
五
!
九
年
度
歴
史
地
一
理
学
会
大
会
(
四
万
一
一
一
目
、
於
砺
波
市
文
化
会
館
)
で
発
表
し
た
内
容
を
骨
子
と
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
発
表
一
の
際
に
御
意
克
下
さ
っ
た
矢
守
一
彦
先
生
、
中
島
義
一
先
生
寸
そ
の
他
の
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
矢
守
先
生
に
は
成
稿
の
途
中

に
お
い
て
も
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
面
積
測
定
に
際
し
て
は
奈
良
女
子
大
学
研
究
生
の
寺
本
陽
子
さ
ん
、
大
阪
市
立
大
学
学
生
の
中
野
隆
雄
氏
の

御
協
力
を
え
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
す
。




