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総
論
　
政
治
・

行
政
編
の

資
料
編
集
方
法

こ

の

巻
は
、

明
治
四

年
（
一

八
七
一

）
の

廃
藩
置
県
前
後
か
ら
昭
和

四

年
（
一

九
二

九
）
の

昭
和
大
恐
慌
発
生
前
後
に
か
け
て

の

約
六
十
年

間
に
わ
た
る
神
奈
川
県
の

政
治
・

行
政
関
係
資
料
を
収
録
し
て
い

る
。

こ

こ

で

ひ
と
く
ち
に

政
治
・

行
政
関
係
資
料
と
い

っ

て

も
、

ど
う
い

う

狙
い

で

ど
の

よ
う
な
性
質
の

資
料
を
と
り
い

れ
た
か
を
あ
き
ら
か
に
し

て

お
い

た
ほ
う
が
よ
い

と
思
う
の

で
、

あ
ら
か
じ
め

本
巻
の

編
集
の

方

針
と
経
緯
に

つ

い

て

説
明
を
く
わ
え
て

お
き
た
い
。

わ
た
し
た
ち
は
、

県
史
編
集
事
業
が
ス

タ
ー
ト
を
切
っ

た
昭
和
四

十

二

年
（
一

九
六
七
）
の

夏
以
来
、

当
時
、

神
奈
川
県
下
の

三
十
八
市
町

村
の

公
文
書
の

所
在
を
た
し
か
め
る
た
め
に

予
備
調
査
に

着
手
し
、

四

十
六
年
に
い

た
る
ま
で

は
、

公
文
書
お
よ
び
在
地
の

私
文
書
を
調
査
し

収
集
を
か
さ
ね
、

資
料
の

検
討
を
く
り
か
え
し
て

き

た
。

ま

た
こ

の

間
、

県
内
在
住
の

金
原
を
中
心
に
、

県
下
の

近
代
地
方
史
研
究
を
地
味

に

進
め
て
い

る
多
く
の

研
究
者
や
関
係
者
と
の
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン

を
密
に

し
、

「
県
民
に

親
し
ま
れ
る
県
史
」
の
パ

イ
プ
を
設
置
す
る
前

提
を
つ

く
り
あ
げ
る
こ

と
に

努
力
を
か
た
む
け
て

も
き
た
。

こ

う
し
て

四

十
六
年
の

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、

調
査
チ
ー
ム

の

内
側
で

数
回
に
わ

た
り
資
料
編
を
ど
う
つ

く
る
べ

き
か
と
い

う
こ

と
を
テ
ー
マ

に

す
え
て

討
論
を
お
こ

な
い
、

金
原
が「
神
奈
川
県
史
資
料
編
11

近
代
・

現
代（1

）

政
治
・

行
政
」
構
成
試
案
を
作
成
し
た
。

そ
の

構
成
試
案
（
昭
和
四
十

六
年
十
一

月
二

十
二

日

）
は
、

以
下
の

よ
う
な
も
の

で

あ
っ

た
。

1

　
全
般
的
な
方
針

⑴
　
政
治
・

行
政
編
は
二

巻
構
成
で

あ
る
の

で
、

第
一

巻
は
明
治

初
年
か
ら
昭
和
十
年
代
後
半
ま
で
、

第
二

巻
は
昭
和
十
年
代
後

半
か
ら
昭
和
四

十
年
代
後
半
ま
で

と
す
る
。

⑵
　
神
奈
川
県
の

近
代
の

政
治
・

行
政
資
料
を
通
じ
て

神
奈
川
の

近
代
の

歴
史
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、

同
時
に

資
料
と
し
て

耐

え
う
る
も
の

と
す
る
。

⑶
　
本
編
資
料
集
に
と
り
い

れ
る
資
料
は
、

主
と
し
て

県
郡
市
町

村
な
ら
び
に

地
方
政
治
に

関
す
る
未
刊
行
の

資
料
を

収

録
す

る
。

し
た
が
っ

て

重
要
な
資
料
で

あ
っ

て

も
、

既
刊
の

文
献
・
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雑
誌
・

新
聞
に

収
録
さ
れ
て

い

る
資
料
は
原
則
と
し
て

掲
載
し

な
い
。

た
だ
し
太
政
類
典
・

神
奈
川
県
史
料
等
々
、

最
小
限
必

要
な
も
の

は
関
連
資
料
と
し
て

採
用
す
る
。

⑷
　
本
編
に

収
録
す
る
資
料
の

構
成
は
編
年
体
に
よ
り
、

神
奈
川

地
域
の

時
期
区
分
を
お
こ

な
い
、

主
と
し
て
テ

ー

マ

別
に
、

「
シ

ー
ク
エ

ン

ト
方
式
」
を
と
る
こ

と
に

す
る
。

な
お

部
分
的

に

は
、

一

般
テ
ー
マ

を
お

り
こ

ま
ざ
る
を
え
な
い

場
合
も
あ

る
。

し
か
し
通
史
的
資
料
配
置
の

方
法
は
避
け
る
。

⑸
　
資
料
の

範
囲
は
次
の

と
お
り
で

あ
る
。

ア
　
主
要
な
政
治
・

経
済
・

社
会
・

教
育
問
題
を
め
ぐ
る
政
策

運
用
と
そ
の

実
情

イ
　
県
郡
市
町
村
の

地
方
行
政
の

展
開
過
程
（
ア
の

項
目
を
中

心
に
し
て

）

ウ
　
地
方
議
会
の

動
向
（
ア
の

項
目
を
中
心
に
し
て

）

エ

　
政
党
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
諸
運
動

オ
　
地
方
政
治
家
の

足
跡

カ

　
県
民
の

政
治
意
識
の

変
化

⑹
　
明
治
初
年
か
ら
太
平
洋
戦
争
下
に

い

た
る
ま
で

の

時
期
に

お

い

て

県
内
の

政
治
上
の

特
色
を
示
す
よ
う
な
問
題
を
中
心
に

し

て
、

神
奈
川
県
の

政
治
・

行
政
の

発
展
過
程
を
構
造
的
・

立
体

的
に

あ
き
ら
か
に
し
て
い

く
こ

と
を
ね
ら
い

と
す
る
。

⑺
　
文
献
目
録
と
資
料
索
引
を
付
す
こ

と
も
考
え
て

見
る
。

2

　
時
期
区
分

⑴
　
明
治
維
新
・

自
由
民
権
期
－
①

前
期
（
明
治
　
五
―
十
一

年
）、

②
　
後
期
（
明
治
十
一

―
明
治
二

十
六
年
）

⑵
　
帝
国
形
成
期
（
明
治
二

十
七
―
明
治
四

十
三
年
）

⑶
　
大
正
デ
モ

ク
ラ
シ

ー

期
（
明
治
四

十
三
―
昭
和
四
年
）

⑷
　
準
戦
時
・

戦
時
体
制
期
（
昭
和
四
―
昭
和
十
八
年
）

こ

の

後
に

試
案
で

は
「3

　
資
料
構
成
案
大
綱
」
を
表
示
し
、

前
記

の

時
期
区
分
に

も
と
づ
い

て

資
料
テ
ー
マ

と
所
収
予
定
資
料
と
資
料
の

所
有
者
名
の
一

覧
表
を
掲
げ
て

お
い

た
。

こ

れ
が
試
案
の

す
べ

て
で

あ

る
。

試
案
は
そ
の

後
、

近
代
・

現
代
担
当
主
任
執
筆
委
員
大
久
保
利
謙

を
は
じ
め
近
代
編
担
当
の

執
筆
委
員
、

県
側
の

担
当
職
員
の

参
集
を
え

て

討
議
に

付
し
、

さ
ら
に

近
代
・

現
代
分
科
会
に
は
か
っ

た
。

分
科
会
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で
は
、

も
っ

ぱ
ら
時
期
区
分
の

表
現
を
め
ぐ
っ

て

論
議
が

集
中
し

た

が
、

そ
の

ね
ら
い

と
か
区
分
け
に
か
ん
し
て

は
お
お
か

た

の

承
認
を

え
、

こ

う
し
て
、

ほ
ぼ
こ

の

試
案
に

そ
っ

て

補
足
調
査
を
お
こ

な
い

な

が
ら
、

資
料
の

編
集
作
業
を
つ

づ
け
て

き
た
。

と
こ

ろ
で

編
集
の

過
程
で
、

技
術
面
で

難
題
に

直
面
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ

た
。

そ
れ
は
紙
幅
の

関
係
で

昭
和
十
年
代
後
半
ま
で

の

諸
資
料

を
包
摂
す
る
こ

と
が
不
可
能
と
な
っ

た
こ

と
で

あ
る
。

そ

こ

で

収

集

し
、

か
つ

最
小
限
ぎ
り
ぎ
り
に

選
択
し
採
用
し
た
資
料
を
除
外
し
、

内

容
の

質
を
落
し
て

当
初
の

時
期
を
カ
バ

ー
す
る
か
、

時
点
を
さ
げ
て

採

用
資
料
を
そ
こ

な
わ
な
い

よ
う
に
す
る
か
、

ど
ち
ら
か
の

道
を
選
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
た
し
た
ち
は
、

結
局
、

後
者
の

道
を
と
る
こ

と
に
し
た
が
、

こ

こ

か
ら
さ
ら
に

第
二

の

問
題
が
派
生
し
て

く
る
。

そ
れ
は
、

時
期
区
分
の

問
題
で

あ
る
。

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
こ

の

資
料
編
は
、

編
年
体
を
縦

軸
に

し
て

テ
ー
マ

主
義
を
横
軸
に

し
て

か
け
あ
わ
せ
て

い

る
の

で
、

昭

和
初
年
ま
で

時
点
を
さ
げ
る
と
な
る
と
、

と
う
ぜ
ん
時
期
区
分
を
示
す

編
だ
て

を
考
え
な
お
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
こ

で

や
む
を
え
ず
試

案
で

の

政
治
・

行
政
編
の

時
期
区
分
を
前
提
に

す
え
て
、

便
宜
上
、

第

一

編
は
廃
藩
置
県
か
ら
市
制
お
よ
び
町
村
制
の

公
布
・

施
行
ま
で
、

第

二

編
は
こ

の

新
地
方
制
度
が
布
か
れ
て

か
ら
日
露
戦
争
前
後
ま
で
、

第

三
編
は
日
露
戦
争
後
の

い

わ
ゆ
る
「
戦
後
経
営
」
の

時
点
か
ら
郡
役
所

廃
止
ま
で
、

と
い

う
た
て

か
た
を
と
っ

た
。

し
た
が
っ

て

こ

の

編
だ
て

は
編
年
形
式
を
と
っ

て
い

る
け
れ
ど
も
、

わ
た
し
た
ち
の

狙
い

と
す
る

時
期
区
分
を
示
す
も
の

で

は
な
い
。

編
集
を
進
め
て

く
る
な
か
で

の

第
三
の

問
題
点
は
、

資
料
の

性
質
と

範
囲
に

か
ん
し
て

た
ち
あ
ら
わ
れ
て

き
た
。

試
案
に
お
い

て

六
つ

の

角

度
か
ら
政
治
・

行
政
編
の

論
点
を
設
定
し
た
が
、

こ

の

資
料
編
で

は
、

主
要
な
政
治
・

経
済
・

社
会
問
題
を
め
ぐ
る
政
策
運
用
の

面
と
、

地
方

行
政
の

過
程
に

的
を
し
ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
。

し
た
が
っ

て

こ

の

資
料
編
は
、

県
政
を
頂
点
と
す
る
地
方
行
政
の

制
度
や
機
構
と
そ
の

運
営
お
よ
び
政
策
過
程
と
そ
こ

に
お
け
る
政
治
諸
力
の

動
き
を
中
心
に

構
成
す
る
こ

と
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て

わ
た
し
た
ち
は
、

国
家
的
な
規
模
で

の

近
代
政
治
・

行
政

の

推
移
を
背
景
に
、

い

や
む
し
ろ
そ
の

動
き
と
の

か
か
わ

り

あ
い

に
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お
い

て

さ
ら
に

は
国
の

政
治
を
支
え
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て

い

る
と
い

う

視
点
か
ら
、

神
奈
川
県
域
の

地
方
政
治
の

特
殊
個
性
的
な
歩
み
を
あ
き

ら
か
に
し
、

前
述
し
た
よ
う
に

資
料
を
つ

う
じ
て

ひ
と
つ

の

ま
と
ま
り

を
も
っ

た
政
治
・

行
政
の

歴
史
像
を
と
ら
え
な
お
し
て

み
る
こ

と
を
課

題
に

す
え
る
こ

と
と
し
た
。

そ
の

た
め
に

資
料
を
ど
の

よ
う
に

構
成
す

る
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

県
史
と
し
て

近
代
資
料
を
と
り
あ
つ

か
う
に

あ
た
っ

て
、

近
代
史
料

論
の

欠
如
、

県
史
編
さ
ん
事
業
の

構
想
と
そ
の

具
体
化
へ

の

認
識
が
全

般
的
に

ま
っ

た
く
と
い

っ

て

よ
い

ほ
ど
欠
け
て

い

る
事
情
の

も
と
で
、

し
か
も
ひ
と
つ

の

県
域
と
い

っ

て

も
自
然
的
風
土
、

社
会
的
、

歴
史
的

事
情
の

異
な
る
諸
地
域
を
包
含
し
て

い

る
県
を
単
位
と
す
る
編
集
作
業

は
、

技
術
的
に

も
至
難
の

業
で

あ
る
。

こ

の

こ

と
は
、

資
料
を
つ

う
じ

て

政
治
・

行
政
の

歴
史
像
を
浮
き
ぼ
り
に
し
、

か
つ

政
治
・

行
政
の

発

展
の

過
程
を
構
造
的
に

あ
き
ら
か
に

す
る
と
い

い

き
っ

て

も
、

そ
れ
以

前
に

深
刻
な
解
答
不
能
な
難
題
が
よ
こ

た
わ
っ

て
い

る
こ

と
を
も
の

が

た
っ

て

い

よ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
、

そ
の

た
め
に
こ

の

巻
の

「
全
般
的
な
方
針
」
の

要

件
を
み
た
す
う
え
で
、

編
集
関
係
者
の

共
通
の

理
解
と
し
て
、

神
奈
川

県
下
の

地
域
差
を
重
視
し
、

考
慮
に

い

れ
て

き
た
。

そ
の

地
域
差
と
い

う
場
合
、

経
済
的
に

特
徴
づ
け
ら
れ
る
地
域
差
、

す
な
わ
ち
臨
海
部
と

内
陸
部
、

あ
る
い

は
臨
海
部
と
内
陸
平
野
部
、

山
間
部
と
い

う
地
帯
区

分
に
と
ど
ま
ら
ず
、

政
治
的
・

行
政
的
に

生
み
お
と
さ
れ
た
地
域
差
、

さ
ら
に

は
近
代
以
前
か
ら
の

歴
史
的
伝
統
の

近
代
へ

の

作
用
を
重
く
み

て

き
た
。

こ

の

点
に
か
ん
し
て

経
済
発
展
の

視
角
で

は
、

工

業
化
と

都
市
化
に

よ
っ

て

神
奈
川
県
が
単
一

構
造
と

化
し
て
い

る
今
日
の

実
情
か
ら
ふ

り

か
え
る
と
、

横
浜
開
港
後
の

生
糸
貿
易
の

発
展
と
そ
れ
に
と
も
な
う
横

浜
地
域
の

経
済
変
動
を
初
発
と
し
て
、

以
後
明
治
末
年
か
ら
の

臨
海
工

業
地
帯
の

開
発
に
と
も
な
う
商
業
県
か
ら
商
工

業
県
化
へ

の

転
回
、

さ

ら
に

は
十
五
年
戦
争
下
の

い

わ
ゆ
る
戦
時
経
済
下
に
お

け
る
工

業
化
の

促
進
と
い

う
変
化
の

道
を
た
ど
っ

て

き
て

い

る
。

ま
た
第
二

次
大
戦
下

と
戦
後
の
一

時
期
の

破
壊
－
停
滞
期
は
別
と
し
て
、

今
日
で

は
、

地
域

が
資
本
と
そ
れ
を
支
え
る
政
策
に

よ
っ

て

そ
の

特
性
を
奪
取
さ
れ
る
ほ

ど
、

工

業
化
と

都
市
化
に
よ
っ

て

画
一

化
さ
れ
て

き
て

い

る
こ

と
は
否
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定
で
き
な
い
。

地
域
は
、

国
家
に
よ
っ

て

無
差
別
に
エ

ン

ク
ロ

ー
ジ
ャ

さ
れ
て
い

る
の

で

あ
る
。

し
か
し
視
角
を
か
え
て

社
会
・

文
化
、

人
び
と
の

生
活
意
識
の

内
側

に

た
ち
い

っ

て

み
る
と
き
、

経
済
的
画
一

化
に

も
か
か
わ
ら
ず
に

相
模

川
を
境
と
す
る
東
部
と
西
部
は
、

今
日
と
い

え
ど
も
は
っ

き
り
と
異
な

っ

て
い

る
。

そ
の

地
域
差
を
適
確
に

区
分
け
す
る
こ

と
は
不
可
能
で

あ

る
が
、

地
域
差
を
維
持
し
て
い

る
伝
統
の

重
み
と
変
動
の

関
係
を
、

わ

た
し
た
ち
は
無
視
す
る
こ

と
は
で

き
な
い

と
思
う
。

今
日
に
お
よ
ぼ
し

て
い

る
そ
の

近
代
の

契
機
は
、

明
治
初
年
の

複
雑
な
県
域
の

離
合
集
散

の

過
程
に

あ
り
、

大
ざ
っ

ぱ
に
つ

か
み
な
お
せ
ば
旧
神
奈
川
県
と
旧
足

柄
県
の

関
係
の

な
か
に
ひ
そ
ん
で
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
わ
た
し
た
ち
は
、

地
域
の

違
い

と
い

う
も
の

を
下
敷
に
し

て

政
治
・

行
政
の

面
で
の

変
化
、

発
展
と
そ
こ

で

提
出
さ
れ
て

く
る
諸

問
題
を
資
料
で

と
ら
え
な
お
し
て

み
た
つ

も
り
で

あ
る
。

も
と
よ
り
政

治
・

行
政
関
係
資
料
で

地
域
の

個
性
を
え
が
く
こ

と
は
不
可
能
で

あ
る

か
ら
、

こ

こ

で

強
調
し
て

お
き
た
い

の

は
、

こ

の

資
料
編
の

諸
資
料
の

な
か
に

は
、

そ
う
し
た
配
慮
が
伏
線
と
し
て

は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
視
点
を
設
定
し
な
い

か
ぎ
り
、

と

り
あ
つ

か
い

に

困
難
な
県
単
位
で
の

資
料
編
さ
ん
は
ま
す
ま
す
あ
い

ま

い

な
も
の

に

な
っ

て

し
ま
う
で

あ
ろ
う
。

以
上
、

補
足
を
こ

め
て

編
集

方
法
の

概
要
を
の
べ

て

き
た
。

以
下
、

本
編
を
読
ん
で
い

く
さ
い

の

参

考
に
な
る
よ
う
な
角
度
か
ら
各
論
の

解
説
を
進
め
て
い

き
た
い
。

一

　

明
治
前
期

神
奈
川
県
の

成

立
と
再
編
成

明
治
維
新
政
府
は
慶
応
四
年
（
一

八
六
八

）
三

月
、

か
つ

て

幕
府
が
日
米
和
親
条
約
（
神
奈
川
条

約
）
を
締
結
し
た
あ
と
に

設
け
た
神
奈
川
奉
行
所

を
接
収
し
て

横
浜
裁
判
所
を
設
置
し
神
奈
川
府
と
称
す
る

こ

と

に
し

た
。

知
事
に
は
東
久
世
通
禧
が
任
命
さ
れ
た
。

こ

の

巻
の

資
料
も
こ

こ

か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、

こ

の

時
点
か
ら
維
新
政
権
の

も
と
で

事
実
上
神

奈
川
県
が
誕
生
し
た
の

で

あ
る
。

神
奈
川
府
の

管
域
は
、

神
奈
川
宿
を
中
心
と
し
て

約
四

十
キ
ロ

メ

ー

ト
ル

四
方
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

そ
の

後
間
も
な
く
明
治
に

改
元
さ
れ
た
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九
月
に
、

神
奈
川
府
は
神
奈
川
県
と
な
り
寺
島
宗
則
が
知
事
に

任
命
さ

れ
た
。

ま
た
こ

の

間
、

六
月
に

は
韮
山
県
が
置
か
れ
、

酒
匂
川
流
域
を
中

心
と
す
る
小
田
原
藩
、

愛
甲
郡
を
主
と
す
る
荻
野
山
中
藩
、

金
沢
を
中

心
に
し
た
六
浦
藩
の

領
域
が
定
め
ら
れ
、

明
治
二

年
一

月
に

武
蔵
県
知

事
が
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に

川
崎
宿
は
神
奈
川
県
に

編
入
さ
れ
る
こ

と

と
な
る
。

そ
し
て

明
治
四
年
七
月
の

廃
藩
置
県
に
よ
っ

て

九
月
に

は
、

神
奈
川
県
域
は
相
模
国
の

三
浦
・

鎌
倉
両
郡
と
武
蔵
国
の

橘
樹
・

都
筑

・

久
良
岐
三
郡
と
な
り
、

足
柄
県
に
は
相
模
国
の

足
柄
上
・

足
柄
下
・

高
座
・

大
住
・

愛
甲
・

淘
綾
・

津
久
井
七
郡
と
伊
豆
国
一

円
が
属
す
る

こ

と
と
な
っ

た
。

こ

の
二

つ

の

県
域
は
、

伊
豆
国
一

円
を
の

ぞ
く
と
ほ
ぼ
今
日
の

神
奈

川
の

原
型
と
み
な
す
こ

と
が
で

き
る
。

と
こ

ろ
で
こ

の

年
十
一

月
の

新

置
改
県
に
よ
っ

て
、

「
太
政
類
典
」
の

資
料
に

も
み
え
る
よ
う
に
、

神

奈
川
県
庁
は
横
浜
、

足
柄
県
庁
は
小
田
原
に

置
か
れ
、

神
奈
川
県
は
東

京
府
・

入
間
県
か
ら
多
摩
郡
を
、

足
柄
県
か
ら
高
座
郡
を
引
き
受
け
る

こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

最
大
の

理
由
は
資
料
「
大
蔵
省
伺
」
の

別
紙
に

「
十
里
部
内
外
国
人
遊
歩
ノ

地
ニ

テ

開
港
場
県
庁
ニ

於
テ

管
轄
不
仕
候

テ
ハ

彼
我
取
締
不
都
合
ノ

儀
モ

有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、

も
っ

ぱ
ら
対

外
的
な
関
係
を
重
視
し
て

の

事
情
に

よ
っ

て

い

た
の

で

あ
る
。

多
摩
・

高
座
両
郡
は
た
し
か
に

横
浜
か
ら
約
四

十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

の

範
囲
に

位

置
し
て
い

る
。

こ

の
こ

と
は
、

幕
末
に
お
け
る
外
国
人
殺
傷
事
件
を
ひ

き
お
こ

し
た
苦
い

経
験
に

立
っ

て
の

措
置
で

あ
り
、

事
件
や
摩
擦
を
生

ず
る
こ

と
に
よ
り
明
治
政
府
が
対
外
的
に

窮
地
に
お
ち
い

る
事
態
を
回

避
す
る
ひ
と
つ

の

策
で

も
あ
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
い

う
さ
さ
や
か
な

県
域
管
轄
替
え
の

な
か
に

も
、

明
治
政
府
が
、

一

方
で

は
民
心
を
失
な
っ

て

「
尾
大
の

弊
」
に

悩
み
、

他
方
で

は
対
外
的
に

受
け
身
に
な
り
、

政

権
を
運
用
す
る
う
え
に

苦
慮
し
て
い

た
そ
の
一

端
が
う
か
が
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
神
奈
川
県
・

足
柄
県
の

設
置
に
よ
っ

て
、

新
し
い

地
方
制

度
が
こ

こ

に

創
出
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

当
時
、

神
奈
川
県
は
人
口

約
十

万
六
千
余
人
、

戸
数
は
約
四

万
九
千
余
戸
、

石
高
は
約
三
十
三
万
石
で

あ
り
、

足
柄
県
の

ほ
う
は
人
口

が
約
六
万
八
千
余
人
、

戸
数
約
三
万
四

千
戸
弱
、

石
高
は
約
二

十
六
万
石
で

あ
っ

た
。

そ
し
て

政
府
は
神
奈
川

県
令
に

陸
奥
宗
光
を
、

足
柄
権
令
に

同
県
参
事
の

柏
木
忠
俊
を
任
命
し

た
。
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陸
奥
は
あ
ら
た
め
て

の
べ

る
ま
で

も
な
く
、

和
歌
山
藩
出
身
で

海
援

隊
に

加
わ
り
尊
王
攘
夷
運
動
に

身
を
て
い

し
、

維
新
後
兵
庫
県
知
事
を

歴
任
し
、

明
治
五
年
六
月
神
奈
川
県
令
か
ら
、

大
蔵
省
租
税
頭
・

地
租

改
正
局
長
と
し
て

地
租
改
正
事
業
を
推
進
し
て
い

く
い

わ
ゆ
る
明
治
政

府
の

中
堅
的
人
物
で

あ
る
。

こ

れ
に

た
い

し
て

柏
木
は
、

韮
山
の

出
身

で
、

幕
末
に

江
川
太
郎
左
衛
門
の

公
事
担
当
の

裁
判
官
を
つ

と
め
、

オ

ラ
ン

ダ
仕
込
み
の

航
海
運
用
・

砲
術
・

鉄
砲
製
造
を
学
ん
だ
藩
の

中
堅

人
物
で

い

わ
ゆ
る
地
域
の

人
間
で

あ
る
。

で

は
政
府
は
な
ぜ
こ

の

柏
木

を
起
用
し
た
の

か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
柏
木
の

維
新
に

お

け
る
実
績
－

江
川
英
武
を
推
し
て

の

討
幕
派
へ

の

参
加
、

韮
山
県
判
事
、

大
参
事
－

と
い

う
経
歴
が
も
の

を
い

っ

て

い

る
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に

小
田
原
藩
内

の

幕
末
維
新
期
に
お

け
る
藩
論
の

不
統
一

の

よ
う
な
事
情
と
か
、

相
模
・

伊
豆
の

地
勢
も
風
土
も
異
な
る
こ

の

県
の

維
持
困
難
な
実
情
を
み
き
わ

め
た
う
え
で
、

政
府
は
地
域
の

事
情
や
民
情
に

く
わ
し
い

柏
木
を
た
て

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

政
策
を
円
滑
に

推
進
し
う
る
と
判
断
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

こ

の

よ
う
に

廃
藩
置
県
に

い

た
る
ま
で

の

神
奈
川
・

足
柄
両
県
の

設

置
の

経
緯
を
制
度
面
か
ら
の

み
ふ
り
か
え
っ

て

み
て

も
、

複
雑
な
過
程

を
た
ど
っ

て

い

る
こ

と
が
あ
き
ら
か
で

あ
る
。

そ
れ
と
い

う
の

も
、

相

模
・

武
蔵
国
に

は
、

小
田
原
藩
を
は
じ
め
、

他
の

藩
領
が
錯
綜
し
た
か

た
ち
で
い

り
ま
じ
っ

て

い

た
う
え
に
、

横
浜
開
港
に
と
も
な
う
そ
の

後

の

外
国
軍
隊
の

駐
留
と
横
浜
貿
易
と
い

う
あ
た
ら
し
い

国
際
的

条
件

と
、

さ
ら
に

首
都
に

隣
接
し
て

い

る
と
い

う
事
情
が
か
さ
な
り
あ
っ

て

い

た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

事
実
、

県
域
の

問
題
を
め
ぐ
っ

て

は
、

そ
の

後

後
述
す
る
よ
う
に

明
治
九
年
の

足
柄
県
廃
止
に
と
も
な
う
相
模
国
七
郡

の

神
奈
川
県
へ

の

編
入
と
明
治
二

十
六
年
の

西
、

北
、

南
多
摩
三
郡
の

東

京
府
へ

の

管
轄
替
え
は
と
も
に

大
き
な
紛
糾
を
呼
び
お
こ

し
て
い

く
。

要
す
る
に

神
奈
川
県
域
の

再
編
成
－
分
離
統
合
問
題
は
、

明
治
五
年
の

「
武
蔵
国
多
摩
郡
ノ

内
中
野
村
外
三
十
一

箇
村
」
の

東
京
府
移
管
を
め

ぐ
る
い

ざ
こ

ざ
を
は
じ
め
、

明
治
前
半
期
に
お
け
る
県
政
の

主
要
な
争

点
に

な
っ

て

い

た
こ

と
は
否
定
で

き
な
い
。

と
こ

ろ
で

置
県
に

よ
っ

て

神
奈
川
県
は
、

明
治
四
年
の

暮
、

職
制
と

事
務
章
程
を
施
行
し
て

県
庁
内
に

庶
務
・

聴
訟
・

税
務
・

出
納
の

四

課

を
お
く
こ

と
と
な
っ

た
。

し
か
し
そ
の

職
制
と

事
務
章
程
は
、

県
政
創
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設
と
い

う
こ

と
も
あ
っ

て
、

ど
こ

で

も
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

こ

と

は
円
滑
に

運
用
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
。

そ
の

事
情
は
、

資
料
の

神
奈

川
県
布
達
、

県
官
員
に

あ
て

た
「
事
務
章
程
制
定
に

関
す
る
神
奈
川
県

権
令
大
江
卓
の

諭
告
」
か
ら
も
知
る
こ

と
が
で

き
る
。

ま
た
県
制
度
と

そ
れ
を
運
用
す
る
に

あ
た
っ

て

の

困
難
さ
と
問
題
の

所
在
の
一

端
を
あ

き
ら
か
に

す
る
た
め
に
、

わ
た
し
た
ち
は
こ

の

資
料
を
掲
げ
る
こ

と
に

し
た
の
で

あ
る
。

ま
た
県
当
局
は
、

そ
れ
ぞ
れ
管
内
の

民
衆
と
密
接
な
連
携
を
は
か
っ

て

い

く
必
要
に

迫
ら
れ
て

い

た
。

と
い

う
の

は
「
王
政
不
如
幕
政
」
と

い

う
風
潮
は
、

か
つ

て

の

「
奇
兵
隊
日
記
」
に

あ
ら
わ
れ
た
世
上
の

浮

言
に

と
ど
ま
ら
ず
、

明
治
政
府
に

た
い

す
る
民
衆
の

不
信
の

動
き
は
各

地
で

渦
巻
い

て

い

た
か
ら
で

あ
る
。

明
治
五
年
か
ら
六
年
に

か
け
て

の

学
制
の

制
定
、

徴
兵
令
の

発
布
、

地
租
改
正
条
令
の

布
告
と
い

う
い

わ

ゆ
る
三
大
改
革
の

公
布
か
ら
施
行
に

か
け
て
、

負
担
増
と
苦
境
に

あ
え

ぐ
民
衆
が
こ

れ
ら
の

対
策
に

反
発
す
る
動
き
を
あ
ち
こ

ち
で

く
り
ひ

ろ

げ
た
事
実
は
す
で

に
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

ま
た
一

方
で

は
小
田
原
県

の

坂
田
丈
平
の

「
国
律
租
税
」
を
審
議
す
る
権
限
を
も
つ

臨
時
議
院
設

立
の

建
白
書
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

地
方
民
会
の

開
設
要
求
も
あ
ら

わ
れ
、

明
治
政
府
の

基
礎
は
安
定
し
て

い

な
か
っ

た
。

だ
か
ら
こ

そ
「
県
治
民
情
相
背
馳
」
す
る
こ

と
を
防
止

す
る

た
め

に
、

神
奈
川
県
令
中
島
信
行
は
「
管
内
各
区
ニ

議
会
ヲ

開
キ
毎
町
村
ノ

代
議
人
ヲ

公
選
シ

民
政
民
事
」
の

件
を
議
定
さ
せ
る
よ
う
区
戸
長
に

告

示
し
て

い

く
の

で

あ
る
。

資
料
「
管
内
区
戸
長
に

た
い

す
る
神
奈
川
県

令
中
島
信
行
の

諭
告
」
が
そ
れ
で

あ
り
、

ま
た
「
地
方
長
官
会
議
に

臨

む
足
柄
県
権
令
柏
木
忠
俊
等
の

諭
告
」
も
、

か
た
ち
こ

そ

異
な

れ
、

「
公
議
輿
論
」
に

も
と
づ
い

て

「
上
下
協
和
民
情
暢
達
」
の

道
を
す
こ

し
で

も
拡
大
し
て

い

こ

う
と
す
る
方
策
を
示
し
た
も
の

で

あ
る
。

と
こ

ろ
で

神
奈
川
・

足
柄
両
県
が
県
統
治
機
構
の

整
備
と
県
行
財
政

の

安
定
を
は
か
る
こ

と
に

苦
慮
し
て

い

る
最
中
の

明
治
九
年
四
月
、

足

柄
県
が
廃
止
さ
れ
、

県
域
は
神
奈
川
・

静
岡
の

両
県
に

分
属
す
る
こ

と

と
な
っ

た
。

こ

の

足
柄
県
廃
止
問
題
は
、

肥
田
浜
五
郎
の

柏
木
県
令
あ

て

の

書
簡
か
ら
推
定
し
て

さ
し
て

間
違
い

が
な
い

よ
う
に

思
わ

れ
る

が
、

県
民
に
と
っ

て
は
寝
耳
に

水
の

よ
う
な
措
置
で

あ
っ

た
と
考
え
ら

れ
る
。

足
柄
県
の

廃
止
は
、

明
治
政
府
・

神
奈
川
県
の

利
害
関
係
か
ら
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は
じ
き
だ
さ
れ
た
政
策
決
定
で

あ
り
、

お
そ
ら
く
横
浜
を
中
心
と
し
た

京
浜
の

経
済
圏
の

拡
張
と
ふ
か
く
か
か
わ
り
あ
っ

て
い

る
と
思
わ
れ
る

が
、

足
柄
県
民
に

と
っ

て
、

と
り
わ
け
小
田
原
を
中
心
と
す
る
神
奈
川

県
編
入
地
域
在
住
の

人
び
と
に
は
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
て
い

た
よ
う

で

あ
る
。

そ
の

動
静
は
、

小
田
原
を
去
っ

て
い

く
柏
木
県
令
に
た
い

す
る
地
元

の

小
学
生
の

「
惜
別
」
の

作
文
の

端
々

に

う
か
が
う
こ

と

が

で

き
る

し
、

さ
ら
に

後
年
明
治
十
九
年
に

元
老
院
議
長
大
木
喬
任
に

提
出
さ
れ

た
小
田
原
町
有
志
の「
足
柄
県
再
興
建
白
書
」の
資
料
の

文
脈
の

な
か
に

う
か
が
う
こ

と
が
で

き
よ
う
。

「
惜
別
の

辞
」の
そ
れ
ぞ
れ
の

文
章
は
、

そ
の

治
績
と
人
柄
と
あ
わ
せ

て

人
望
の

厚
か
っ

た
柏
木
個
人
に
た
い

す

る
儀
礼
的
な
送
別
で

は
な
く
、

柏
木
の

帰
国
と
廃
県
と
い

う
二

つ

の

事

実
を
か
さ
ね
あ
わ
せ
た
悲
痛
の

訴
え
に

も
な
っ

て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

こ

う
し
た
廃
県
へ

の

衝
撃
は
、

そ
の

後
の

足
柄
県
再
興
運
動
の

有
力
な

根
拠
と
も
い

う
べ

き「
賦
課
重
ク
シ

テ

其
利
薄
ク

」「
地
勢
民
情
一

モ

其

可
ヲ

見
ス

」
と
い

う
訴
え
と
な
っ

て

あ
ら
わ
れ
て
い

く
。

こ

の

半
面
に

お
い

て

利
害
関
係
の

か
ら
ん
だ
横
浜
を
中
心
と
し
た
神
奈
川
県
の

東
部

に
た
い

す
る
小
田
原
を
中
心
と
し
た
西
北
部
の

風
土
の

差
は
、

今
日
に

お
い

て

も
消
え
去
っ

て
は
い

な
い
。

区
番
組
制
か

ら

大
区
小
区
制
へ

廃
藩
置
県
お
よ
び
県
行
政
区
画
の

設
定
に
と
も

な
い

そ
の

中
央
集
権
体
制
の

地
固
め
の

た
め
に
地

方
制
度
も
整
備
さ
れ
、

大
区
小
区
制
が
と
ら
れ
て

い

く
。

が
、

そ
の

ま
え
に

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
四
月
、

太
政
官
布

告
に

よ
り
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
、

神
奈
川
県
で

は
六
月
に
そ
の

施
行
準

備
と
し
て

こ

れ
ま
で

の

寄
場
組
合
を
廃
止
し
て

六
十
の

戸
籍
区

を
設

け
、

戸
籍
吏
と
し
て

戸
長
・

副
戸
長
を
人
選
し
て
い

た
。

も
っ

と
も
こ

れ
に
よ
っ

て

旧
来
の

自
然
村
の

組
み
替
え
が
お
こ

な
わ
れ
た
わ
け
で

は

な
い
。

戸
籍
法
の

第
二

則
但
書
に

「
戸
長
ノ

務
ハ

是
迄
各
地
処
ニ

於
テ

荘
屋
名
主
年
寄
触
頭
ト
唱
ル

者
等
ニ

掌
ラ
シ

ム

ル

モ

又
ハ

別
人
ヲ
、

用

ユ

ル

モ

妨
ケ
ナ
シ

」
と
う
た
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
、

庄
屋
名
主
を
認
め

て
い

た
関
係
か
ら
考
え
て

み
て

も
、

「
村
」
の

根
本
的
改
革
は
日
程
に

の

ぼ
っ

て
い

な
か
っ

た
。

た
だ
戸
長
が
戸
籍
法
第
三
則
に

明
示
さ
れ
て

い

る
よ
う
に
、

旧
体
制
下
の

村
役
人
そ
の

も
の

と
し
て

で

は
な
く
、

資

料
「
戸
長
副
戸
長
心
得
」
（
壬
申
三
月
）
に
み
え
る
よ
う
に
、

維
新
政
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府
の

末
端
行
政
官
と
し
て
の

性
格
を
あ
た
え
ら
れ
、

「
村
」
が
「
四
五

町
若
ク
ハ

七
八
村
」
を
も
っ

て

構
成
さ
れ
る
戸
籍
区
に

編
入
さ
れ
て
い

る
結
果
、

こ

れ
ま
で
の

「
村
」
秩
序
の

解
体
を
う
な
が
し
て
い

く
契
機

に

な
っ

て
い

た
と
み
る
こ

と
は
で

き
よ
う
。

そ
の

後
、

明
治
政
府
は
明
治
五
年
四
月
に
、

庄
屋
・

名
主
・

年
寄
な

ど
の

制
を
廃
止
し
て

戸
長
・

副
戸
長
な
ど
を
設
置
し
た
。

そ
し
て

こ

の

年
の

下
半
期
、

資
料
「
足
柄
県
大
区
小
区
設
置
に

関
す
る
件
達
」
に

み

ら
れ
る
ご
と
く
足
柄
県
で

は
大
区
小
区
制
が
敷
か
れ
、

神
奈
川
県
下
で

は
明
治
七
年
六
月
、

区
番
組
の

制
を
廃
止
し
て

あ
ら
た
に

大
区
小
区
制

を
実
施
し
て
い

っ

た
。

そ
こ

で

こ

の

間
に
お
け
る
神
奈
川
県
下
の

地
方

制
度
の

推
移
を
眺
め
て
お
く
こ

と
に
し
た
い
。

明
治
六
年
五
月
、

神
奈
川
県
布
達
（
無
号
）
に
よ
る
と
、

県
は
区
画

改
正
の

実
施
（
二

十
区
に

分
画
）
と
同
時
に

区
に

区
長
副
区
長
、

番
組

に

戸
長
副
戸
長
、

駅
町
村
に

各
用
掛
を
置
い

た
。

正
副
戸
長
は
小
前
百

人
に
つ

き
五
人
の

代
議
人
を
選
挙
し
て

そ
の

代
議
人
の

間
接
選
挙
に
よ

っ

て

選
出
す
る
と
い

う
方
式
を
と
り
、

正
副
区
長
は
、

そ
の

部
内
の

正

副
戸
長
に
よ
っ

て

選
出
の

う
え
県
令
が
こ

れ
を
認
可
す
る
と
い

う
こ

と

に
な
っ

た
。

そ
し
て
こ

れ
ら
の

長
は
原
則
と
し
て
「
高
拾
石
以
上
之
者
」

と
い

う
資
格
要
件
を
と
っ

て
い

た
が
、

こ

う
な
る
と
旧
来
の

村
方
三
役

と
人
的
な
つ

な
が
り
を
も
つ

よ
う
に

な
る
こ

と
は
否
定
で

き
な
い
。

こ

の

区
画
改
正
の

内
容
に
つ

い

て

は
、

そ
の

他
の

事
項
も
ふ
く
め
て

資
料
、

明
治
六
年
四

月
の

権
令
大
江
卓
名
に
よ
る
「
区
画
改
正
の

大
略
」
に

明

示
さ
れ
て
い

る
。

な
お

参
考
の

た
め
に
、

正
副
区
長
名
を
、

足
柄
県
下

も
ふ
く
め
て
、

「
神
奈
川
県
自
第
二

区

至
第
廿
区

正
副
区
長
名
簿
」
と
「
足
柄
県

正
副
区
長
名
一

覧
」
で

掲
げ
て

お
い

た
。

と
こ

ろ
で

地
方
行
政
組
織
の

末
端
機
構
の

行
政
責
任
者
と

も
い

う
べ

き
番
組
の

正
副
戸
長
の

役
割
は
、

資
料
「
戸
長
副
戸
長
事
務

取
扱
大

略
」
に

あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、「
区
長
学
区
取
締
ニ

次
キ
制
限
ニ

従
ヒ

番

組
一

切
ノ

事
務
ヲ

取
扱
フ

事
」
と
な
っ

て
い

て
、

整
理
す
る
と
お
よ
そ

以
下
の

よ
う
な
内
容
に

な
っ

て
い

た
。

⑴
番
組
内
の

訴
訟
に

か
ん
す
る

説
諭
、

風
紀
の

取
締
り
、

⑵
租
税
取
立
て
の

事
務
、

⑶
諸
願
届
等
々

の

受
理
と
県
庁
、

区
長
へ

の

具
状
提
出
、

⑷
地
所
の

売
買
質
入
れ
の

書
き

入
れ
事
務
、

⑸
出
火
、

洪
水
の

さ
い

の

指
揮
、

防
御
策
、

⑹
戸
籍
事

務
、

⑺
番
組
入
費
事
務
、

⑻
堤
防
、

道
路
、

橋
梁
な
ど
の

修
繕
工

事
、
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⑼
社
倉
積
立
金
取
立
て

の

事
務
、

⑽
鎮
守
祭
礼
に

か
ん
す
る
事
務
、

⑾

田
畑
耕
作
状
態
に
か
ん
す
る
区
長
へ

の

報
告
、

⑿
布
達
の

掲
示
、

布
達

規
則
違
反
者
の

取
締
り
、

⒀
公
祭
の

執
行
、

⒁
勧
学
の

奨
励
、

⒂
衛
生

思
想
の

普
及
等
々
。

こ

の

よ
う
に

正
副
戸
長
の

執
行
す
る

事
務
内
容

は
、

布
達
の

掲
示
、

戸
籍
の

整
備
、

租
税
の

取
立
て

な
ど
と
い

う
よ
う

な
国
政
事
務
を
主
軸
に

し
て
、

番
組
内
の

風
紀
の

取
締
り
、

道
路
、

橋

梁
、

堤
防
な
ど
の

修
繕
、

出
火
・

出
水
の

さ
い

の

指
揮
、

祭
礼
等
々
、

「
村
」
共
同
体
に

固
有
の

事
務
を
、

政
府
の

打
ち
だ
し
て

く
る
方
針
に

そ
く
し
て
、

推
進
す
る
役
割
を
も
担
っ

て

い

た
の

で

あ
る
。

戸
長
副
戸
長
は
、

こ

の

よ
う
に

明
治
政
府
の

行
政
吏
と
し
て

の

機
能

を
も
ち
な
が
ら
、

「
村
」
の

総
代
と
し
て

の

性
格
を
つ

よ
く
ま
と
っ

て

い

た
と
い

え
よ
う
。

し
か
も
県
政
の

も
と
で

小
前
←
代
議
人
←
正
副
戸

長
←
正
副
区
長
と
い

う
統
治
の

機
構
に

そ
く
し
て
、

さ
ら
に

数
か
村
に

よ
っ

て

番
組
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て

い

る
事
情
か
ら
正
副
戸
長
の

位
置

を
考
え
て

み
る
と
、

こ

こ

で
い

う
「
村
」
総
代
的
性
格
は
、

も
は
や
旧

来
の

「
寄
合
総
代
」
で

は
な
く
、

中
央
集
権
的
な
近
代
国
家
を
つ

く
り

あ
げ
て
い

く
そ
の

も
と
に
お
け
る
「
村
」
総
代
と
し
て

変
化
し
つ

つ

あ

っ

た
。

こ

の

こ

と
は
、

資
料
「
区
長
副
区
長
事
務
条
例
」
に

明
文
化
さ
れ
て

い

る
正
副
区
長
の

役
割
と
と
も
に
、

正
副
戸
長
は
、

明
治
政
府
の

国
政

事
務
執
行
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ

と
を
も
の

が
た
る
も
の

で

あ
る
。

事
実
、

正
副
戸
長
は
、

明
治
七
年
五
月
に
は
、

太
政
官
達
第

二
一

八
号
の

適
用
を
受
け
て

県
官
待
遇
を
受
け
て
い

る
。

地
方
行
政
の

組
織
が
、

近
代
的
な
衣
を
ま
と
い

な
が
ら
上
か
ら
創
出

さ
れ
て

く
る
過
程
は
、

一

面
で

は
そ
の

効
果
を
生
み
だ
す
た
め
に
こ

れ

ま
で

の

「
村
」
共
同
体
の

条
件
を
利
用
し
な
が
ら
も
そ
の

根
底
に
お
い

て

機
構
的
に

変
容
を
う
な
が
し
て
い

か
ざ
る
を
え
な
い

の

で

あ
る
。

し

か
も
そ
こ

に

み
ら
れ
る
変
化
は
統
治
制
度
に
と
ど
ま
ら
ず
、

実
は「
村
」

共
同
体
内
部
に
お
い

て

ひ
き
お
こ

さ
れ
て

い

る
経
済
的
な
変
動
と
ふ
か

く
関
係
し
て
い

る
こ

と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

点
に
つ

い

て

神
奈
川
県
管
下
武
蔵
国
都
筑
郡
第
二

十
九
区
の

地
域
（
下
谷
本
村

・

上
谷
本
村
・

成
合
村
・

恩
田
村
・

奈
良
村
・

鴨
志
田
村
・

寺
家
村
・

岡
上
村
・

黒
川
村
・

栗
木
村
・

片
平
村
・

五
カ

田
村
・

古
沢
村
・

万
福

寺
村
・

上
麻
生
村
・

下
麻
生
村
・

早
野
村
・

鉄
村
・

黒
須
田
村
・

大
場
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村
・

市
ケ
尾
村
）
を
素
材
に
し
て

考
え
て

み
る
。

こ

の

区
の

構
成
は
、

「
武
蔵

相
模
国
宿
村
区
別
其
外
取
調
帳
控

明
治
五

年
四

月
」　（
吉
浜
俊
彦
氏
所
蔵
）
で

み
て
い

く
と
、

明
治
五
年
三
月
の

時
点
で
、

戸
数
は
千
七
十
一

（
内
訳
　
家
持
千
五
十
七
、

借
家
十
四

）、

寺
社
堂
六
十
、

人
員
構
成
は
四
千
四

十
一

人
（
そ
の

う
ち
平
民
四
千
九

人
）
で
、

そ
の

う
ち
千
百
二

十
五
人
が
労
働
力
と
し
て

算
出
さ
れ
、

そ

の

九
〇
％
弱
が
農
業
従
事
者
で

あ
っ

た
。

残
り
の
一

〇
％
強
は
、

商
業

八
十
四
、

大
工

職
十
九
、

杣
職
九
、

屋
根
葺
職
九
、

紺
屋
職
六
、

桶
職

四
、

鍛
冶
職
三
、

建
具
職
・

左
官
職
・

炭
焼
職
各
一

と
い

う
職
業
と
な

っ

て
い

る
。

こ

の

地
域
の

職
業
構
成
は
、

明
治
六
年
に

な
っ

て

も
「
神

奈
川
県
管
轄
武
蔵
国
第
二

十
九
区
職
分
表
　
明
治
六
年
二

月
」
（
吉
浜

俊
彦
氏
所
蔵
）
で

み
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
変
化
を
示
し
て

い

な
い
。

わ

ず
か
に

農
業
従
事
者
が
五
人
増
加
し
て
い

る
だ
け
で

あ
る
。

し
か
し
労

働
力
の

移
動
は
か
な
り
お
こ

な
わ
れ
て
い

た
と

み

て

よ

い
。

さ
き
の

「
宿
村
区
別
其
外
取
調
帳
控
」
で

み
る
と
、

第
二

十
九
区
二

十
一

か
村

で

管
内
他
区
へ

の

出
稼
・

奉
公
人
と
し
て

流
出
し
た
者
は
男
百
七
十
五

人
、

女
百
七
十
人
で
、

他
区
よ
り
奉
公
人
と
し
て

流
入
し
て

き
た
者
は

男
八
十
三
人
、

女
六
十
三
人
と
な
っ

て

い

る
。

ま
た
「
神
奈
川
県
管
轄

武
蔵
国
従
第
二

十
九
区
他
管
轄
寄
留
奉
公
出
増
減
表
　
明

治
六

年
二

月
」
（
吉
浜
俊
彦
氏
所
蔵
）
で

み
る
と
、

こ

の

資
料
は
十
五
か
村
分
の

も
の

で

あ
る
が
、

流
出
入
戸
数
は
五
十
五
戸
、

そ
の

人
数
は
六
十
五
人

と
な
っ

て

い

る
。

し
た
が
っ

て

労
働
力
の

移
動
と
い

う
観
点
か
ら
と
ら

え
な
お
し
て

み
る
と
、

横
浜
周
辺
の

い

わ
ゆ
る
平
坦
部
の

村
落
に

お
い

て

は
、

労
働
力
の

移
動
を
中
心
と
し
て

経
済
事
情
が
変
化
し
つ

つ

あ
る

こ

と
を
推
定
す
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

と
こ

ろ
で

ふ
た
た
び
地
方
行
政
制
度
に

目
を
転
じ
る
と
、

神
奈
川
県

で

は
明
治
七
年
六
月
、

こ

れ
ま
で

維
持
し
て

き
た
区
番
組
の

制
度
を
廃

止
し
て
、

あ
ら
た
に

大
区
小
区
制
を
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

数
字
は
二

十
大
区
百
八
十
二

小
区
で
、

さ
ら
に

九
年
、

足
柄
県
の

廃
止

に
よ
る
管
轄
替
え
に
よ
っ

て

二

十
三
大
区
二

百
八
小
区
を
数
え
る
に
い

た
る
。

こ

の

大
区
小
区
に

は
、

明
治
七
年
の

「
神
奈
川
県
布
達
第
一

五

六
号
」
に

よ
る
と
、

大
区
に
は
正
副
区
長
、

小
区
に

正
副
戸
長
を
お
き
、

さ
ら
に

村
方
の

統
治
機
構
の
一

環
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の

大
区
に

区
会

を
設
け
、

小
区
ご
と
に

代
議
人
を
選
出
す
る
よ
う
に

達
を
だ
し
て

い

っ
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た
。こ

こ

で

正
副
区
長
の

役
割
に

つ

い

て

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

は
、

資
料
「
区
長
事
務
章
程
お
よ
び
同
追
加
」
を
み
て

も
あ
き
ら
か
な

よ
う
に
、

「
官
民
ノ

間
疎
遠
ニ

シ

テ
上
下
隔
絶
ノ

弊
」
が
ま
ま
み
ら
れ

る
状
態
の

も
と
で
、

実
質
的
に

「
官
民
ノ

媒
介
人
」
と
し
て

県
治
の

立

場
か
ら「
上
下
情
意
」の
融
通
を
は
か
る
よ
う
、

強
く
要
請
さ
れ
て
い

た

こ

と
で

あ
る
。

正
副
区
長
は
、

実
際
に

行
政
吏
と
し
て

ま
す
ま
す
そ
の

地
位
を
鮮
明
に
し
て
い

く
。

こ

の

任
命
制
の

正
副
区
長
の

も
と
に

各
小

区
に
正
副
戸
長
と
任
命
制
の

村
用
掛
を
お
き
、

村
内
の

租
税
収
納
と
か

当
時
最
大
の

事
業
で

あ
っ

た
地
租
改
正
作
業
の

補
助
な
ど
、

直
接
に

「
村
」
の

利
害
に
か
か
わ
る
業
務
を
担
当
さ
せ
て
い

っ

た
。

も
っ

と
も

村
用
掛
の

事
務
の

執
行
に

か
ん
し
て

は
、

さ
ま
ざ
ま
な
紛
議
が
ひ
き
お

こ

さ
れ
、

そ
の

た
め
か
七
年
十
月
に

は
「
庶
五
五
号
」
で

村
用
掛
の

区

戸
長
任
命
制
を
改
め
、

代
議
人
一

同
の

投
票
で

採
用
す
る
方
式
を
と
る

こ

と
に
し
た
。

こ

う
み
る
と
代
議
人
が
地
方
の

底
辺
で

統
治
を
円
滑
に

推
し
進
め
る
こ

と
が
で

き
る
か
ど
う
か
の

重
要
な
鍵
に

な
っ

て

く
る

が
、

区
会
に

参
加
す
る
こ

の

代
議
人
は
、

小
区
ご
と
に

小
前
一

同
が
投

票
し
て

選
出
す
る
こ

と
に

な
っ

て

お
り
、

代
議
人
の

数
は
、

五

十
戸
ま

で
二

人
、

六
十
戸
ま
で

三
人
、

八
十
戸
ま
で

四
人
、

百
戸
ま
で

五
人
と

い

う
割
合
に

な
っ

て
い

た
。

こ

の

よ
う
に

代
議
人
は
小
前
の

投
票
に

よ

っ

て

選
ば
れ
る
て

ま
え
、

そ
の

行
為
は
す
べ

て「
村
」共
同
体
全
体
の

承

認
を
う
る
関
係
も
あ
っ

て
、

「
民
情
実
際
ニ

経
験
ス

ル

モ

ノ

」
は
、

す

べ

て

代
議
人
に

下
問
し
て

い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
も
当
時
、

こ

の

資
料
集
で

は
と
り
あ
げ
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た

が
、

政
府
は
地
租
改
正
事
業
に

着
手
し
、

改
租
を
円
滑
に

進
め
る
う
え

で

も
代
議
人
－
区
会
の

役
割
を
重
視
し
て
い

た
。

そ
の

間
の

事
情
は
、

資
料
「
足
柄
県
大
小
区
議
事
概
則
」
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

神
奈
川
県
下
の

動
き
を
と
っ

て

み
て

も
、

明
治
政
府
は
大
区
小
区
制

を
敷
く
な
か
で
、

旧
来
の

村
役
人
を
廃
止
し
て

村
方
役
職
者
を
県
官
に

準
じ
て

待
遇
し
「
村
」
秩
序
を
権
力
的
に

編
成
し
な
お
そ
う
と
試
み
た

の

で

あ
る
。

し
か
し
実
際
に

は
こ

う
し
た
制
度
の

改
革
を
つ

う
じ
て

地

方
行
政
の

最
大
の

任
務
で

あ
る
殖
産
興
業
に

よ
る
民
産
の

富
殖
と
民
智

の

開
発
を
推
進
し
、

治
安
を
は
か
っ

て

国
家
秩
序
を
つ

く
り
だ
し
て
い

く
こ

と
は
た
や
す
い

こ

と
で

は
な
か
っ

た
。

こ

の
こ

と
は
、

明
治
十
一
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