
子
、

研
屋
、

巡
礼
、

越
後
獅
子
、

チ
ヨ

ボ
ク
レ
、

祭
文
、

法
界
節
、

夜
流
し
等
有
ら
ゆ
る
連
中
が

」（『
時
事
新
報
』
同
日

付
）
泊
る
の

で

あ
り
、

港
湾

労
働
者
な
ど
の

下
層
労
働
者
は
都
市
貧
民
と
し
て

存
在
し
て
い

た
の

で

あ
る
。

先
に

県
外
か
ら
の

横
浜
へ

の

人
口

流
入
が
大
規
模
で

あ
っ

た
こ

と
を

み
た
が
、

多
く
は
こ

う
し
た
都
市
貧
民
と
し
て

堆
積
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

港
湾
労
働
者
な
ど
は
か
な
り
の

賃
銭
を
得
て

い

た
の

だ
が
、

「
外
に

楽
し

み
の

な
い

丈
け
に

銭
の

有
る
丈
旨
い

も
の

を
食
べ

る
」
の

で

使
い

果
た
し
て

し
ま
う
こ

と
に

な
る
。

し
た
が
っ

て

「
女
房
持
ち
の

数
は
全
体
の

二

十

分
の
一

位
し
か
」
い

な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

家
族
を
養
う
に

ふ

さ
わ
し
い

相
当
の

労
働
の

対
価
を
得
て
、

節
制
を
は
か
り
、

労
働
者
世
帯
を
再
生
産

し
て
い

こ

う
と
い

う
近
代
的
な
賃
金
労
働
者
の
エ

ー
ト
ス

は
み
ら
れ
な
い
。

下
層
雑
業
層

の

生
活
状
態

ち
な
み
に
、

別
の

ス

ラ
ム

を
み
れ
ば
、

こ

こ

は
雑
業
を
中
心
と
し
た
世
帯
持
ち
か
ら
な
る
の

が
特
色
で

あ
っ

た
。

「
住
ん
で

居
る

者
の

種
類
は
何
か
と
云
ふ
に

…
…
全
体
の

人
口

五

百
の

内
大
人
小
児
を
総
じ
て
三

百
人
位
は
先
づ

此
の

紙
屑
拾
ひ
の

連
中
で
、

其

外
は
人
足
、

人
力
車
挽
子
、

車
力
、

土
方
と
云
ふ

類
の

集
ま
り
」
で

あ
っ

た
。

「
屑
拾
い

」
も
「
一

日
三

十
銭
か
ら
五
十
銭
位
ま
で

の

収
入
を
得
る

事
が
あ
る
、

女
子
供
も
左
様
は
行
か
ぬ
が
銘
々

に

米
代
位
は
取
っ

て

来
る
か
ら
先
づ

人
並
の

活
計
は
出
来
る
の

で

…
…
大
抵
は
小
遣
銭
に

も
困
ら
な

い

様
子
で

あ
る

」。

彼
ら
の

場
合
に

は
、

家
族
を
立
派
に

養
い
、

貯
蓄
心
も
あ
り
、

「
一

統
の

団
結
心
の

厚
い

事
は
此
上
も
な
い

…
…
便
り
な
い

不
幸

の

者
が
あ
れ
ば
共
同
一

致
で

助
け
る
、

お
互
で

あ
る
か
ら
恩
も
売
ら
な
い

代
り
又
有
丈
け
の

親
切
を
尽
す
…
…
、

そ
れ
だ
か
ら
彼
達
の

仲
間
に
は
悪

事
を
働
く
も
の

も
甚
だ
少
な
い

」（『
横
浜
新
報
』
一

九
〇
二

年
一

月
二

十
七
日

）
と
い

う
状
態
も
み
ら
れ
た
の

で

あ
る
。
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五
　
労
働
者
状
態
と
労
働
運
動

職
工
・

職
人
な
ど
の

賃

金
変
動
と

生

活

状
態

す
で

に

図
三
－

三

に

は
明
治
後
期
の

職
人
・

職
工
な
ど
の

賃
金
水
準
と
そ
の

変
動
を
示
し
て

お
い

た
が
、

お
お
む
ね
い

ず
れ
の

職
種
の

場
合
も
、

明
治
二

十
年
代
に
は
停
滞
的
に

推
移
し
、

三

十
年
代
以
降
に

著
増
し
て

い

る
。

工

廠
職
工
の

一

日
当
た
り
賃
銭
は
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の

三

〇
銭
強
か
ら
一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）
年
の

七
〇
銭
強
ま
で

二

倍
以
上
に

も
上
昇
し
て
い

る
。

工

廠
職
工

賃
銭
は
、

日

清
戦
争
の

好
況
期
に

そ
れ
ほ
ど
増
大
し
な
か
っ

た
が
、

戦
後
の

好
況
期
に

は
急
増
し
、

ま
た
明
治
三

十
年
代
半
ば
の

不

況
期
に

は
や
や
鈍
化
し
た
反
面
、

日

露
戦
争
後
の

不
況
期
に

も
か
な
り
増
大
し
て

い

る
。

同
じ
く
工
場
労
働
者
と
し
て
の

活
版
植
字
職
や
、

不
熟
練

労
働
者
で

あ
る
日

雇
人
足
の

賃
銭
も
工

廠
職
工
と
ほ
ぼ

同
様
の

推
移
を
た
ど
っ

て
い

る
。

し
か
も
そ
の

水
準
自
体
も
こ

の

段
階
で

は
、

ま
だ
熟
練
工

と
日
雇
人
足
な
ど
の

不
熟
練
労
働
者
と
の

賃
銭
に
は
そ
れ
ほ
ど
の

格
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
ろ
そ
ろ
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
企
業

内
福
利
厚
生
の

恩
恵
を
享
受
で

き
、

収
入
の

安
定
し
た
大
工

場
労
働
者
と
、

な
ん
の

福
利
厚
生
も
な
く
、

収
入
の

安
定
し
な
い

日

雇
人
足
な
ど
の

生

活
様
式
に

は
大
き
な
差
異
が
形
成
さ
れ
つ

つ

あ
っ

た
が
、

こ

の

時
期
で

は
ま
だ
熟
練
労
働
者
と
日

雇
人
足
な
ど
で
は
、

生
活
水
準
に
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
隔
た
り
は
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
は
い

え
、

日

露
戦
争
後
の

不
況
期
に

日

雇
人
足
の

賃
銭
は
急
落
し
、

こ

の

時
期
か
ら
両
者
の

生
活
水
準

の

隔
た
り
は
大
き
く
な
っ

て

く
る
。

こ

れ
ら
に
た
い

し
、

職
人
層
の

大
工
や
洋
服
仕
立
職
の

賃
銭
は
、

工

場
労
働
者
よ
り
以
上
の

水
準
に

あ
り
、

ま

た
上
昇
率
も
高
く
な
っ

て

い

た
。

も
っ

と
も
、

労
働
日

数
は
職
人
の

方
が
少
な
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、

た
と
え
ば
大
工
の

そ
れ
は
、

一

八
八
六
年
の

五

〇
銭
か
ら
一

九
〇
七
年
に

は
一

円
以
上
に

も
な
っ

た
。

こ

の

こ

と
は
、

こ

の

時
期
で

は
ま
だ
職
人
の

社
会
的
地
位
が
大
工
場
労
働
者
の

そ
れ
を
上
回

っ

て
い

た
こ

と
と
対
応
し
て

い

る
。
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と
く
に

神
奈
川
県
に

限
定
し
た
叙
述
で
は
な
い

が
、

横
山
源
之
助
の

『
日
本
の

下
層
社
会
』（
二

二

七
－
二

三
二
ペ

ー
ジ

）
に

よ
れ
ば
、

一

八

九
七

（
明
治
三

十

）
年
前
後
の

労
働
者
世
帯
の

生
計
状
態
に
つ

い

て

の

調
査
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い

る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

一

部
の

職
人
や
役
付
工
や
熟

練
度
の

高
い

職
工
を
除
い

て

は
、

労
働
者
の

生
活
は
余
裕
の

な
い

も
の

で

あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ

と
も
、

前
述
の

よ
う
に

明
治
三
十
年
代
以

降
賃
銭
は
急
上
昇
す
る
が
、

こ

の

時
期
の

物
価
上
昇
も
激
し
か
っ

た
か
ら
、

実
質
賃
金
の

増
大
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

ま
た
商

品
経
済
の

拡
大
に

よ
る
貨
幣
需
要
の

高
ま
り
に

よ
っ

て
、

横
山
の

叙
述
す
る
状
態
は
明
治
末
で

も
本
質
的
に
は
変
わ
り
な
か
っ

た
で

あ
ろ
う
。

諸
物
価
の

動
向
を
卸
売
米
価
の

水
準
に

象
徴
さ
せ
て

み
る
と
、

賃
銭
水
準
と
同
じ
く
明
治
二

十
年
代
に
お
け
る
安
定
と
三

十
年
代
以
降
に
お
け
る

急
騰
が
著
し
い
。

横
浜
市
の

米
価
は
、

一

八
九
六
（
明
治
二

十
九

）
年
の
一

升
一

〇
銭
強
か
ら
一

九
一

一

年
の
一

九
・

五
銭
ま
で

ほ

ぼ
倍
増
し
て

い

る
。

さ
き
に

み
た
賃
銭
の

上
昇
は
そ
れ
以
上
で

あ
っ

た
か
ら
、

収
入
が
実
質
的
に

増
大
し
た
の

も
事
実
で

あ
る
。

こ

う
し
た
賃
金
の

上
昇
は
、

の

ち

に
み
る
よ
う
な
労
働
運
動
の

活
発
な
展
開
に
よ
っ

て

も
た
ら
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
が
、

何
よ
り
も
労
働
力
の

需
給
関
係
、

と
く
に

労
働
力
需
要
の

増

大
に
よ
っ

て

も
た
ら
さ
れ
た
側
面
が
強
い

だ
ろ
う
。

こ

う
し
た
余
裕
の

な
い

労
働
者
生
活
は
、

失
業
・

疾
病
・

災
害
な
ど
の

事
故
が
発
生
し
た
際
に

は
、

た
ち
ま
ち
窮
乏
化
し
、

不
安
定
な
状
態
で

あ

っ

た
だ
ろ
う
。

こ

の

時
代
で

は
、

社
会
保
険
制
度
は
存
在
せ

ず
、

前
期
か
ら
存
在
し
て
い

る
公
的
な
救
恤
政
策
も
、

一

九
一

一

年
に
は
県
内
の

救
恤

者
総
数
一

五
一

人
、

救
恤
者
一

人
当
た
り
米
高
七
六
八
合
、

代
金
一

三

円
と
い

う
微
々

た
る
制
度
で

し
か
な
か
っ

た
か
ら
、

生
活
上
の

事
故
に

対
し

て

は
公
的
な
援
護
措
置
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ

た
、

と
い
っ

て

よ
い
。

そ
こ

で

熟
練
職
工
の

間
で

は
、

後
述
す
る
よ
う
に

共
済
制
度
が
発
達
し
た
の

で

あ
る
。

ま
た
、

軍
工

廠
を
は
じ
め
大
工

場
で
は
、

企
業
内
の

福
利
厚
生
も
共
済
制
度
を
補
完
す
る
か
た
ち
で

導
入
さ
れ
て
い
っ

た
。

ま
た
、

親
方
請

負
制
に
包
摂
さ
れ
た
労
働
者
の

場
合
に

は
、

親
方
・

子
方
の

家
族
主
義
的
な
関
係
が
存
在
し
た
の

で
、

労
働
者
の

生
活
上
の

事
故
に

際
し
て
は
、

親

方
が
面
倒
を
み
る
こ

と
と
な
っ

た
。

し
か
し
、

人
足
や
車
夫
な
ど
の

不
熟
練
労
働
者
の

間
で

は
、

事
故
が
生
じ
た
場
合
、

即
窮
乏
化
を
意
味
し
、

そ
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れ
に

対
し
て
は
、

前
述
の

よ
う
な
地
域
的
な

共
同
体
的
な
援
護
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
の
で

あ
る
。

労
働
争
議
の

頻
発
と

労
働
組

合
の

結
成

こ

の

時
代
の

労
働

運
動
の

特
徴
は
、

労
働
者
の

労
働
条
件
に

対
す
る
要
求
が
高
ま

り
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ

て

労
働
争
議
が
発
生
し

た
こ

と
で

あ
る
。

そ
れ
は
、

こ

の

時
期
の

著
し
い

物
価
騰
貴
、

そ
し
て

非
近
代
的
な
労
働
条
件
や
労
務
管
理
と
い

う
条
件
が
背
景
に

存
在
し
た
こ

と

と
と
も
に
、

前
述
の

よ
う
な
工
業
発
展
の

必
然
的
結
果
で

あ
る
男
子
労
働
者
の

蓄
積
に

と
も
な
う
労
働
者
意
識
の

高
揚
が
あ
っ

た
こ

と
を
理
由
と
し

て

い

る
。

争
議
件
数
の

推
移
を
み
る
と
、

表
三
－

三

〇
の

よ
う
に
日
清
戦
争
後
の
一

八
九
七
年
か
ら
活
発
化
し
、

と
く
に
日

露
戦
争
後
の

明
治
四
十

年
代
に

入
る
と
い
っ

そ

う
そ
の

数
が
増
加
し
て
い

る
。

一

八
九
四
（
明
治
二

十
七
）
年
以
前
に

は
、

指
物
職
人
や

仕
立
職
人
な
ど
の

職
人
、

製
茶
女

工

な
ど
の

争
議
が
わ
ず
か
に

数
例
記
録
さ
れ
た
程
度
で

あ
っ

た
が
、

一

八
九
七
年
以
降
は
そ

れ
と
は
は
っ

き
り
と
違
っ

た
状
況
を
示
し
て

い

る
。

し

か
し
、

こ

の

九
七
年
以
降
の

争
議
の

大
部
分
は
自
然
発
生
的
・

非
組
織
的
に

お
こ

な
わ
れ
た
の

は
前
代
と
同
様
で

あ
る
。

つ

ま
り
、

ま
だ
労
働
争
議

が
労
働
組
合
に
よ
っ

て

組
織
的
に
お
こ

な
わ
れ
た
の

は
ま
れ
で

あ
っ

た
の

で

あ
る
。

た
だ
し
、

左
官
と
か
船
大
工
の

よ
う
な
職
人
の

場
合
に

は
、

そ

の

同
業
組
合
を
し
て

組
織
的
に

お
こ

な
わ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ

た
が
、

工
場
労
働
者
な
ど
は
労
働
争
議
を
契
機
と
し
て

労
働
組
合
へ

の

組
織
化
も
進

む
よ
う
な
状
態
に
あ
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

の

段
階
の

労
働
組
合
と
し
て

は
、

こ

の

節
の

冒
頭
で

も
ふ

れ
た
ア

メ

リ
カA

F
L

流
の

「
労
働
組
合
期
成
会
」
に

よ
っ

て
つ

く
ら
れ
た
鉄
工

組

表3－30　労働争議件数の推移

注　『神奈川県労働運動史』戦前編

より作成。争議には不穏・要求・

紛擾等を含む。1912年は7月まで

の数字。
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合
が
有
名
で

あ
る
。

同
組
合
は

鉄
工
の

よ
う
な
高
度
の

熟
練
工
に

よ
っ

て

組
織
さ
れ
る
ク
ラ
フ

ト
＝

ユ

ニ

オ
ン

で

あ
り
、

労
働
者
相
互
の

親
睦
と
共

済
活
動
を
お
こ

な
う
も
の

で

あ
る
。

県
下
で

も
、

横
浜
船
渠
や

横
須
賀
造
船
所
に

支
部
が
つ

く
ら
れ
た
。

ま
た
従
来
か
ら
組
織
化
の

進
ん
で

い

た
西

洋
家
具
職
工

も
、

一

八
九
七
年
に
こ

の

鉄
工

組
合
に

加
盟
し
て

い

る
。

そ
の

ほ
か
、

期
成
会
の

支
持
の

も
と
に

明
治
三
十
年
代
に

成
立
し
た
労
働
組

合
と
し
て
は
、

日

本
鉄
道
矯
正
会
と
活
版
工
組
合
が
あ
る
が
、

県
内
労
働
者
と
深
い

関
わ
り
を
も
っ

た
の

は
後
者
で

あ
る
。

こ

う
し
た
ク
ラ
フ

ト
＝

ユ

ニ

オ
ン

の

中
心
的
活
動
は
、

失
業
や
疾
病
な
ど
の

際
の

共
済
活
動
に

あ
り
、

賃
上
げ
闘
争
な
ど
は
第
二

義
で

あ
っ

た
が
、

わ
が
国
の

熟
練
形
成
の

仕
方
か
ら
く
る
労
働
力
供
給
の

規
制
力
の

弱
さ
、

財
政
的
基
盤
の

脆
弱
さ
、

経
営
者
側
の

抑
圧
な
ど
の

ゆ
え
に
ほ
ど
な
く
衰
退
し
て

し
ま
っ

た
。

当

時
の

日

本
で
は
、

こ

う
し
た
穏
和
な
労
資
協
調
的
運
動
さ
え
受
け
入
れ
ら
れ
る
条
件
が
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

明
治
三

十
年
代
初
頭
に

み

ら
れ
た
活
版
工
組
合
の

場
合
は
、

明
治
四
十
年
代
に

再
び
よ
み
が
え
り
横
浜
欧
文
会
が
再
結
成
さ
れ
、

賃
上
げ
な
ど
の

闘
争
を
お
こ

な
っ

て

い

る
。

ま
た
船
員
の

場
合
に

は
、

一

八
九
六
（
明
治
二

十
九

）
年
に

海
員
倶
楽
部
が

結
成
さ

れ
、

一

九
〇
七
年
に

海
員
協
会
に

発
展
し
て

い

る
。

こ

れ
は
高

級
船
員
の

組
織
で

あ
っ

た
が
、

一

般
海
員
も
一

九
〇
二

年
に

海
員
共
同
救
済
会
を
組
織
し
、

さ
ら
に

機
関
部
員
は
一

九
〇
六
年
に

機
関
部
同
志
会

（
の

ち
に

船
員
同
志
会
と
改
め
る

）
を
組
織
し
、

共
済
活
動
と
と
も
に
、

賃
上
げ
な
ど
の

運
動
を
活
発
に
お
こ

な
っ

た
の

で

あ
る
。

労
働
争
議
の

内
容
に
立
ち
入
っ

て

み
る
と
、

表
三
－

三
一

の

と
お
り
、

最
も
多
い

の

が
賃
上
げ
闘
争
で

あ
り
、

こ

の

時
期
の

持
続
的
な
物
価
騰
貴
を

反
映
し
て
い

た
。

次
に

多
い

の

は
、

上
役
の

虐
待
や
不
公
平
な
扱
い

に

対
す
る
争
議
で

あ
り
、

こ

の

時
期
の

労
務
管
理
の

未
発
達
を
如
実
に

示
し
て

い

る
。

ま
た
待
遇
改
善
要
求
の

な
か
に

は
、

労
働
者
の

尊
厳
を
主
張
す
る
要
求
が
か
な
り
含
ま
れ
て

い

る
。

た
と
え
ば
、

一

九
〇
八
年
の

横
浜
電
鉄
の

ス

ト
ラ
イ
キ
で

は
、

車
掌
・

運
転
手
が
監
督
そ
の

他
の

社
員
に

よ
っ

て

呼
捨
て

に

さ
れ
て

い

る
の

で
、

「
さ
ん

」
も
し
く
は
「
君
」
づ

け
せ
よ
と
の

要

求
を
提
出
し
て

い

る
。

こ

こ

に

も
社
会
的
地
位
の

上
昇
を
求
め
る
、

こ

の

時
代
の

労
働
者
階
級
の

心
意
気
が
み
ら
れ
る
。

日
露
戦
争
以
前
に
お
い

て

は
、

解
雇
を
不
満
と
し
た
争
議
は
き
わ
め
て

少
な
く
、

ス

ト

指
導
者
の

解
雇
に

反
対
し
て

起
こ
っ

た
横
須
賀
工
廠
兵
器
部
と
石
川
島
造
船
所
浦
賀
分
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工
場
が
浦
賀
船
渠
に

買
収
さ
れ
る
際
の

職
工
整
理
の

不
手
際
に
原
因
す
る
争
議
が
二

件
あ
っ

た
の

み
で

あ

る
。

し
か
し
、

日

露
戦
争
後
の

不
況
期
に
な
る
と
、

労
働
強
化
・

賃
下
げ
、

あ
る
い

は
解
雇
が
ひ
ろ
が
っ

た
た
め
、

そ
れ
ら
に
反
対
す
る
争
議
が
増
加
し
た
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
解
雇
反
対
闘
争
も
、

解
雇
の

仕

方
が
即
日
解
雇
と
い

う
よ
う
な
労
働
者
の

意
向
を
ま
っ

た
く
無
視
す
る
よ
う
な
こ

と
が
お
こ

な
わ
れ
た
の

で
、

紛
糾
化
し
て

し
ま
っ

た
ケ
ー
ス

が
多
い

の

で

あ
る
。

こ

の

段
階
ま
で

は
不
況
時
の

解
雇
は
常
態
で

あ

り
、

長
期
雇
用
の

慣
行
は
一

般
的
で
は
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

な
お
、

注
目
す
べ

き
は
こ

の

時
代
の

長
時

間
労
働
と
い

う
状
態
に

対
し
て
、

時
間
短
縮
要
求
が
ま
っ

た
く
と
い
っ

て

よ
い

ほ
ど
み
ら
れ
な
か
っ

た
こ

と
で

あ
る
。

わ
ず
か
に
、

一

九
〇
一

年
の

小
田
原
電
鉄
労
働
者
の

勤
務
時
間
短
縮
争
議
が
一

件
だ
け
で

あ

る
。

こ

の

段
階
で

は
、

低
賃
金
水
準
の

ゆ
え
に

む
し
ろ
就
業
日

数
・

残
業
時
間
の

確
保
の

方
が
要
求
さ
れ

た
の

で

あ
る
。

た
と
え
ば
一

九
一

〇
年
に

横
須
賀
海
軍
工

廠
で
は
、

夜
業
を
「
全
廃
し
日

曜
日

及
び
祭
日

を
休
業
す
る
事
に

略
決
定
せ
る
が
如
し
夜
業
廃
止
の
一

条
は
数
千
の

職
工

間
に
一

方
な
ら
ず
恐
怖
を
醸
し

職
工
大
会
を
開
き
て

善
後
策
を
講
ぜ
ん
と
す
る
形
勢
あ
り
」
と
い

う
よ
う
な
状
況
だ
っ

た
の

で

あ
る
。

労
働
争
議
の

主
体
と
成
果

つ

ぎ
に
、

労
働
争
議
の

主
体
に
つ

い

て

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
三
－

三
二

の

と
お
り
日

露
戦
争
以
前
に

は
、

大
工
・

裁
縫
職
・

石
工
な
ど
職
人
の

争
議
が
大
き
な
ウ

エ

イ
ト
を
占
め
、

工
場
や
近
代
的
な
交
通
機
関
に

お
け
る
争
議
は
三

分
の
一

程
度
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。

ま

た
工
場
の

争
議
に

し
て

も
、

パ

ン

職
人
や
船
大
工
と
い
っ

た
よ
う
な
事
実
上
職
人
的
性
格
の

労
働
争
議
が

含
ま
れ
て

お
り
、

近
代
産
業
の

争
議
は
少
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

日
露
戦
争
後
に
な
る
と
職
人
の

争
議
の

ウ

表3－31　労働争議の原因別件数 （　）内は比率

注　『神奈川県労働運動史』戦前編より作成。1894－1905年は1905年8月まで，1905－1912
年は1905年9月から1912年7月までの数字。原因が複数である場合はそれぞれについて
集計した。
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エ

イ
ト
は
減
り
、

工
場
や
近
代
的
交
通
機
関
や

海
員
の

争
議
が
目
立
っ

て

く
る
。

こ

う
し
た
分
野
に

お
け
る
労

働
者
の

蓄
積
と
彼
ら
の

労
働
者
意
識
が
高
揚
し
た
こ

と
を
物
語
っ

て
い

る
。

そ
の

ほ
か
、

わ
が
国
最
大
の

貿
易

港
で

あ
る
横
浜
港
を
ひ
か
え
て

い

る
た
め
に
、

港
湾
に

関
係
す
る
労
働
者
の

争
議
が
多
い

の

も
神
奈
川
県
の

特

徴
で

あ
る
。

さ
ら
に
、

日
露
戦
争
前
後
を
通
じ
て

数
は
少
な
い

が
、

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

は
「
人
力

車
夫
」
の

争
議
で

あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
イ
ギ
リ
ス

産
業
革
命
期
の

ラ

ダ
イ
ト
＝

機
械
打
ち
こ

わ
し
運
動
の

性
格
を
再
現
し
た
も
の

で

あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

明
治
三

十
年
代
に

入
る
と
地
元
資
本
に

よ
る
県
内
の

交
通
革

命
が
進
み
、

大
師
電
気
鉄
道
・

小
田
原
電
気
鉄
道
・

江
ノ

島
電
気
鉄
道
・

横
浜
電
気
鉄
道
・

湘
南
馬
車
鉄
道
・

横
浜
鉄
道
な
ど
が
開
通
し
た
。

こ

れ
ら
の

建
設
に

あ
た
っ

て

は
、

車
夫
ら
は
自
己
の

存
立
基
盤
が
脅
や
か
さ
れ

る
と
い

う
わ
け
で

反
対
し
、

妨
害
活
動
を
お
こ

な
い
、

各
地
で

打
ち
こ

わ
し
な
ど
の

騒
擾
事
件
を
ひ
き
起
こ

し

た
。

し
か
し
、

交
通
の

発
達
の

必
要
と
い

う
時
代
の

要
請
に

は
勝
て

ず
、

彼
ら
の

運
動
は
お
さ
え
込
ま
れ
、

や

が
て
、

車
夫
営
業
に

対
す
る
減
免
運
動
と
い

う
型
に

姿
を
変
え
て
い

か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

れ
ら
の

さ
ま
ざ
ま
な
争
議
の

結
果
に
つ

い

て

総
括
的
に

み
れ
ば
、

結
果
の

わ
か
っ

て

い

る
争
議
が
、

日

露

戦
争
以
前
で

は
二

三

件
中
成
功
一

八
件
（
七
八
・

三

㌫
）
で

あ
り
、

と
く
に

賃
上
げ
要
求
に
つ

い

て

み
れ
ば
二

〇
件
中
一

六
件（
八
〇
㌫

）
と
成
功
率
は
か
な
り
高
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

日
露
戦
争
後
に
な
る
と
、

解

雇
・

賃
下
げ
反
対
争
議
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に

失
敗
し
、

賃
上
げ
争
議
に

限
っ

て

み
て

も
三
二

件
中
成
功
一

〇
件

（
三
一

・

三

㌫

）
の

よ
う
に

成
功
率
は
き
わ
め
て

低
く
な
っ

て
い

る
。

こ

の

違
い

は
、

日
露
戦
争
以

前
に

は

不

況
は
短
期
間
に

終
わ
り
、

す
ぐ
好
況
へ

と
推
移
し
た
状
況
が
あ
っ

た
が
、

日
露
戦
争
後
は
恐
慌
か
ら
慢
性
的
不

表3－32　労働争議の主体別件数 （　）内は比率

注　『神奈川県労働運動史』戦前編より作成。1894－1905年は1905年8月まで，1905－1912

年は1905年9月から1912年7月までの数字。
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況
へ

と
推
移
し
て
い
っ

た
こ

と
に

求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の

ほ
か
、

一

九
〇
八
年
以
降
、

警
察
の

介
入
が
増
大
し
、

そ
れ
が
労
働
者
側
に

大
き
な

圧
力
を
か
け
た
こ

と
も
理
由
と
し
て

あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

女
子
労
働
者
の

抵
抗

と

移
動

以
上
は
男
子
労
働
者
の

運
動
が
中
心
で

あ
っ

た
が
、

長
時
間
労
働
・

低
賃
金
・

寄
宿
制
と
い

う
よ
う
な
原
生
的
労
働
関
係
の

も

と
に

あ
っ

た
多
数
に
の

ぼ
る

女
工
の

運
動
は
ど
う
で

あ
っ

た
ろ
う
か
。

日

清
戦
争
以
後
、

政
府
に
よ
っ

て
た
び
た
び
女
子
・

年

少
労
働
者
の

就
業
時
間
制
限
を
中
心
と
し
た
「
工

場
法
」
の

制
定
が
企
て
ら
れ
て

き
た
が
、

「
工

場
法
」
の

制
定
は
雇
主
・

労
働
者
の

関
係
を

権
利

義
務
関
係
と
し
て

明
確
化
し
て

し
ま
う
ば
か
り
で

な
く
、

産
業
の

国
際
競
争
力
を
弱
め
て

し
ま
う
と
い

う
理
由
か
ら
、

紡
績
資
本
を
は
じ
め
と
し
た
企

業
経
営
者
側
の

強
力
な
反
対
に

あ
い
、

そ
の

都
度
流
産
を
重
ね
、

一

九
一

一

年
ま
で

制
定
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ

た
。

し
か
も
、

一

一

年
に
制
定
の

の

ち
実
施
さ
れ
た
の

は
そ
の
一

五

年
後
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
事
態
の

も
と
で

も
、

県
内
の

女
子
の

労
働
運
動
は
ま
っ

た
く
と
い
っ

て
よ
い

ほ
ど
み

ら
れ
ず
、

た
ま
た
ま
運
動
を
組
織
す
る
者
が
あ
っ

て

も
、

経
営
者
側
の

抑
圧
に
よ
っ

て

挫
折
さ
せ

ら
れ
て

し
ま
っ

た
。

た
と
え
ば
、

平
沼
青
柳
麻
真
田

工

場
の

女
工
二

人
（
二

十
六
歳
と
十
七
歳
）
が
主
謀
者
と
な
っ

て

同
盟
罷
工

を
お
こ

な
っ

た
が
解
雇
さ
れ
て

し
ま
い
、

「
解
雇
後
も
同
工

場
の

職
工

仲

間
を
煽
動
す
る
形
跡
あ
る
よ
り
真
田
組
合
に

て
は
職
工

雇
傭
規
定
に

基
き
右
両
人
の

雇
入
れ
を
禁
止
す
る
こ

と
と
し
組
合
員
一

般
に

通
告
し
た
り
」

（『
神
奈
川
県
労
働
運
動
史
』
戦
前
編
一

三
〇
ペ

ー
ジ

）
と
い

う
状
態
で

あ
っ

た
。

こ

の

た
め
、

女
工
は
労
働
条
件
の

改
善
を
経
営
者
側
に
つ

き
つ

け
る
と
い

う
よ
り
、

頻
繁
な
企
業
間
移
動
、

あ
る
い

は
逃
亡
と
い

う
消
極
的
な
抵

抗
を
試
み
る
ほ
か
な
か
っ

た
。
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第
二

章
　
明
治
後
期
の

農
業

第
一

節
　
商
品
生
産
発
展
の

地
域
的
性
格

一

　
三
多
摩
分
離
後
の

県
農
業

多

摩

地

方

の

分

離

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
、

多
摩
三

郡
は
東
京
府
へ

移
管
さ
れ
、

神
奈
川
県
管
轄
下
か
ら
去
っ

て
い
っ

た
。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

神
奈
川
県
が
管
轄
す
る
内
陸
部
畑
作
養
蚕
地
帯
は
、

高
座
・

津
久
井
・

愛
甲
三

郡
だ
け
に

縮
小
し
、

県
下
の

経
済
構
成
に

変
化
が

生
じ
た
。

こ

れ
よ
り
先
、

一

八
八
九
年
、

東
京
－
八
王
子
間
に

甲
武
鉄
道
が
開
通
し
、

八
王
子
は
、

よ
り
強
く
東
京
と
結
び
付
い

た
よ

う
に

み

え

た
。

し
か
し
、

こ

の

こ

と
は
、

た
だ
ち
に
八
王
子
と
横
浜
と
の

商
品
流
通
を
弱
め
は
し
な
か
っ

た
。

そ
れ
は
、

か
え
っ

て

八
王
子
と
津
久
井
郡
・

高

座
郡
・

愛
甲
郡
中
津
川
上
流
部
な
ど
と
の

経
済
的
結
び
つ

き
を
強
め
さ
え
し
た
の

で

あ
る
。

多
摩
地
方
の

生
糸
・

製
茶
は
、

従
来
、

馬
背
な
ど
で
直

接
横
浜
へ

運
ば
れ
て
い

た
が
、

そ
れ
は
鉄
道
開
通
に

よ
っ

て

す
ぐ
に
は
変
化
を
み
せ
て
い

な
い
。

生
糸
を
鉄
道
で

運
送
す
る
と
き
は
、

従
来
の

駄
送

に
比
べ

運
賃
が
一

〇
〇
斤
に
つ

き
約
一

銭
二
、

三

厘
の

増
加
と
な
り
、

加
え
て

汽
車
輸
送
で
は
荷
物
の

取
扱
い

が
粗
漏
で
、

往
々

貨
物
が
損
傷
し
、

「
意
外
ノ

損
失
」を
招
く
こ

と
が
少
な
く
な
い
。

そ
の

た
め
汽
車
便
に
託
す
と
き
は
特
に

堅
固
な
荷
造
を
要
し
、

そ
の

費
用
も
無
視
で
き
な
い

も
の

が
あ

っ

た
。

よ
っ

て
、

「
依
然
馬
背
ヲ

用
フ

ル

者
多
ク
シ

テ

汽
車
便
ニ

托
ハ

ル

モ

ノ

甚
タ
僅
少
」（
一

八
九
〇
年
「
神
奈
川
県
農
事
調
査
現
況

」）
で

あ
っ

た
。

製
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茶
は
、

汽
車
便
に

よ
れ
ば
、

特
別
の

荷
造
費
を
加
え
て

も
、

駄
送
よ
り
は
、

運
賃
一

〇
〇
斤
に

付
二

銭
内
外
減
少
す
る
が
、

一

八
九
〇
年
は
鉄
道
開

通
後
、

最
初
の

製
茶
期
な
の

で
旧
来
の

慣
行
に

よ
っ

て
、

や
は
り
馬
背
を
用
い

る

も
の

が
多
か
っ

た
と
い

う
。

し
か
し
、

こ

の

年
三

月
五
日

県
に

出

願
し
、

同
十
五
日
認
可
設
立
さ
れ
た
神
奈
川
県
茶
業
組
合
郡
部
連
合
会
議
所
（
本
部
津
久
井
郡
川
尻
村
、

議
長
市
川
幸
吉
、

副
議
長
秋
元
九
兵
衛

）
は
、

そ

れ
に

先
立
つ

三

月
十
二

日
、

「
神
奈
川
県
茶
業
者
総
代
タ
ル

郡
部
連
合
会
議
」
の

決
議
に

も
と
づ

き
、

甲
武
鉄
道
会
社
に

「
鉄
道
積
茶
荷
物
運
賃
引
下

ケ

願
」
を
提
出
し
て
い

る
。

こ

れ
に

よ
れ
ば
、

同
社
は
、

「
東
京
－
横
浜
間
、

官
設
線
路
」、
「
東
海
道
線
」
と
同
様
、

一

貨
車
貸
切
り
の

製
茶
荷
物
に

限

り
割
引
運
賃
を
定
め
て

は
い

る
が（
一

貨
車
一

マ

イ
ル

三
銭

）、
当
地
で
は
「
一

ケ
所
ニ

シ

テ
一

荷
車
ニ

積
載
ス

ヘ

キ
荷
物
ノ

輻
輳
ス

ル

土
地
ハ

僅
々

ニ

シ

テ
、

殊
ニ

製
茶
ノ

如
キ
ハ

迅
速
ノ

運
送
ヲ

要
ス

ル

モ

ノ

」（
川
崎
市
高
津
区

田
村
家
文
書

筑
波
大
学
蔵

）
な
の

で
、

一

貨
車
貸
切
り
に

限
ら
ず
、

ど
の

停

車
場
か
ら
積
み
入
れ
て

も
割
引
運
賃
に

し
て
ほ
し
い

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

当
時
の

多
摩
・

津
久
井
地
方
の

製
茶
の

よ
う
に
、

零
細
な
生
産
者
に

よ
っ

て
生
産
さ
れ
、

一

か
所
に

大
量
に

集
荷
さ
れ
る
こ

と
の

な
い

商
品
は
、

貨
車
貸
切
り
と
い

う
汽
車
運
輸
の

特
典
は
利
用
困

難
で

あ
っ

た
。

し

た
が
っ

て
、

旧
来
の

ま
ま
の

車
馬
に

よ
る
運
送
が
続
け
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

ま
た
生
糸
・

茶
以
外
の

貨
物
も
、

「
種
類
ニ

依
リ
テ

各
運
送
費
ニ

増
減

ア

リ
ト

雖
ト
モ
、

一

般
ニ

車
馬
ニ

依
ル

モ

ノ

ヲ

以
テ

多
シ

ト
ス

」
と
い

う
状
態
で

あ
っ

た
。

し
か
し
一

方
、

鉄
道
開
通
は
、

八
王
子
に
、

迅
速
か
つ

お
よ
そ
二

割
程
度
安
い

運
賃
で
、

東
京
か
ら
消
費
物
資
を
も
た
ら
す
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

た
め
、

津
久
井
郡
は
、

「
古
来
ヨ

リ
輸
入
ヲ

愛
甲
郡
厚

木
ニ

仰
キ
シ

モ
、

今
ハ

転
シ

テ

多
ク
ハ

八
王
子
ニ

仰
ク
ニ

至

」（
前
掲
「
神
奈
川
県
農
事
調
査
現
況

」）
っ

た
。

こ

う
し
て
、

甲
武
鉄
道
の

開
通
は
、

か

え
っ

て
、

津
久
井
郡
な
ど
を
生
活
必
需
品
の

購
入
を
通
し
て

強
く
八
王
子
と
結
び
つ

け
た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
に
、

三

多
摩
の

分
離
以
降
も
横
浜

市
や
神
奈
川
県
の
一

部
地
域
は
、

依
然
と
し
て

多
摩
地
方
と
く
に

八
王
子
と
の

経
済
的
結
合
を
保
持
し
続
け
た
。

多
摩
分
離
後

の
県
下
農
業

以
上
を
念
頭
に

お
き
つ

つ
、

多
摩
分
離
後
間
も
な
い

明
治
三

十
年（
一

八
九
七

）前
半
期
（
一

八
九
七
－
一

九
〇
一

年
の

五
か
年
間
平
均

数
値
を
用
い

る

）
の

県
下
農
業
形
態
を
概
観
し
よ
う
（
表
三
－

三
三

）。
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表3
－33

　1897

（
明
治30

）
－190

1

年
平
均
農
家1

戸
当
た
り

耕
地
面
積
・

耕
地
利
用
状
況

注1

　「
神
奈
川

県
統
計
図
幅
説
明

書
」（『
神
奈
川
県
農
会
報
』
第26

号
）
よ

り

作
成
。

2

　
雑
穀
は

粟
・

稗
・

ソ

バ
，

豆
類
は

大
豆
・

小
豆
・

え

ん
ど
う

・

そ
ら

ま

め
。

3

　
作
付
延
面
積
は
表
掲
作
物
の
作
付
面
積
の
合
計
で
桑
園
・

果
樹
園
・

表
掲
以
外
の
作
物
を

含
ま

な
い
．
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こ
の

時
点
で
、

県
下
総
戸
数
一

五

万
戸
の

う
ち
、

半
ば
以
上
（
五
四
㌫
）が
農
家
で
あ
る
（
八
万
二

〇
〇
〇
戸
）。
非
農
家
の

半
ば
以
上
（
五
三

㌫
）
は

横
浜
市
と
そ
の

周
辺
に

集
中
し
、

他
は
ほ
と
ん
ど
小
田
原
お
よ
び
沿
海
漁
村
地
帯
に

分
布
し

て

い

る
。

横
浜
市
と
そ
の

周
辺
で
の

商
工
業
の

発
展

が
、

農
家
比
率
を
右
の

程
度
に

下
げ
て
い

る
の

で
あ
り
、

横
浜
市
を
除
け
ば
、

農
家
比
率
は
七
一

㌫
に
な
る
。

横
浜
市
で
の

商
工

業
発
展
と
対
照
的

に
、

他
地
域
で

は
依
然
と
し
て

農
漁
民
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い

た
。

そ
の

農
業
形
態
は
、

維
新
期
に

み
ら
れ
た
地
域
的
性
格
（
第
一

編
第
一

章
第
一

節
）
が
、

基
本
的
に

は
そ
の

ま
ま
保
持
さ
れ
て
い

る
。

し
か
し
、

こ

の

時
期
に

あ
っ

て

は
、

各
地
域
農
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の

形
で

商
品
生
産
を
発
展
さ
せ
て
い
っ

た
。

二

　
横
浜
周
辺
五
郡

水
田

裏

作

と

谷

戸

田

横
浜
周
辺
五
郡
の

う
ち
、

多
摩
川
に

沿
っ

た
水
田
地
帯
を
含
む
橘
樹
郡
は
、

県
下
で

最
も
水
田
の

比
重
が
高
い
。

ま
た
、

同
地
帯

と
鶴
見
川
沿
岸
水
田
地
帯
（
都
筑
郡

）
は
、

か
な
り
の

裏
作
が
行
わ
れ
て
い

た
（
表
三
－

三

四

）。

し
か
し
、

そ
の

他
都
筑
郡
の
一

部

か
ら
鎌
倉
・

三

浦
郡
に

広
く
存
在
す
る
水
田
は
、

丘
陵
間
の

谷
戸
田
を
典
型
と
す
る
天
水
に

よ
る
単
作
湿
田
で
、

降
雨
が
少
な
い

と
き
は
直
ち
に

旱

害
を
う
け
る
の

を
常
と
し
た
。

こ

こ

で

は
、

例
え
ば
遠
く
相
模
川
上
流
津
久
井
郡
部
分
か
ら
取
水
し
、

相
模
原
を
貫
く
用
水
路
を
布
設
す
る
と
い
っ

た
大
規
模
な
水
利
事
業
を
施
行
す
る
こ

と
な
し
に

は
、

生
産
力
の

向
上
は
ほ
と
ん
ど
望
め
な
い
。

現
に
こ

の

時
期
に

あ
っ

て

も
、

近
世
期
と
変
わ
ら

な
い

反
当
収
量
が
維
持
さ
れ
、

停
滞
が
続
い

て
い

た
。

馬
鈴
薯
と
片

栗

粉

製

造

し
た
が
っ

て
、

こ

の

地
帯
農
業
の

明
治
期
以
降
の

発
展
は
、

む
し
ろ
畑
作
の

部
門
に

み
ら
れ
た
。

表
三
－

三
四
で

は
果
樹
・

近
郊

蔬
菜
の

動
向
は
わ
か
ら
な
い

が
、

横
浜
市
・

久
良
岐
郡
で

馬
鈴
薯
、

三

浦
・

鎌
倉
郡
で
、

甘
藷
・

大
根
の

作
付
比
率
が
、

他
郡
に
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比
し
と
く
に

高
い
。

明
治
前
期
に

は
み
ら
れ
な
か
っ

た
現
象
で
あ
る
。

前
者
は
保
土
ヶ

谷
を
中
心
に
、

明
治
初
期
か
ら
急
速
に

栽
培
を
増
し
、

こ

れ
に

付
随
し
て
、

澱
粉（
片
栗
粉

）製
造
も
勃
興
し
て
い

る
。

一

八
九
六
（
明
治
二

十
九

）
年
横
浜
市
岡
野
町
に

設
立
さ
れ
た
県
立
農
事
試
験
場
で
、

当

初
か
ら
、

数
十
種
の

外
国
種
馬
鈴
薯
の

比
較
試
験
・

栽
培
法
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い

る
が
、

こ

れ
は
こ

の

地
帯
で
の

馬
鈴
薯
の

盛
ん
な
栽
培
状
況
の

反
映
で
あ
る
と
と
も
に
、

ま
た
そ
れ
の
一

層
の

発
展
を
促
す
役
割
を
果
た
し
た
で

あ
ろ
う
。

片
栗
粉
製
造
は
、

一

八
八
〇
年
こ

ろ
保
土
ヶ

谷
の

田
口

利
一

郎
が
、

甲
州
そ
の

他
で
の

見
学
調
査
を
も
と
に

簡
単
な
製
造
器
械
を
発
明
し
た
の

を
始
め
と
す
る
が
、

こ

れ
に

よ
っ

て

農
家
は
馬
鈴
薯
の

市
場

で
の

値
崩
れ
に

よ
る
損
害
を
免
れ
る
こ

と
が
で

き
た
と
い

う
（
富
樫
常
治
『
神
奈
川
県
園
芸
発
達
史

』）。
片
栗
粉
製
造
は
普
通
、

一

〇
坪
ほ
ど
の

板
敷
の

仮
小
屋
に

器
械（
約
三

〇
円

）
を
据
え
、

井
戸
ま
た
は
流
水
場
を
設
け
、

四
斗
樽
五

〇
、

篩
そ
の

他
、

合
計
三

〇
〇
円
位
の

設
備
で
、

馬
鈴
薯
収
穫
後

約
七
〇
日

間
ほ
ど
、

毎
日

男
女
各
三

人
ず
つ

で

操
業
し
た
（「
明
治
三

十
八
年
『
神
奈
川
県
農
会
報
告

』
第
二

三

号
）。
薯
六
〇
〇
斤
（
六
俵

）
か
ら
片
栗
一

箱
（
一

二

貫

）、
粕
一

俵（
片
栗
一

斗
に

対
し
粕
一

斗
の

割
合

）
が
得
ら
れ
た
。

片
栗
は
、

蒲
鉾
の

原
料
・

機
の

糊
料
・

菓
子
の

原
料
用
に

主
に

東
京
へ
、

粕
は
、

牛
豚
の

飼
料
と
し
て
横
浜
へ

出
荷
さ
れ
、

そ
の

額
は
、

一

九
〇
四
年
現
在
片
栗
二

〇
〇
〇
箱
一

万
円
、

粕
二

〇
〇
〇
俵
八
〇
〇
円
ほ
ど
で
、

農
会
調
査
で

は
、

上
述
規
模
の

操
業
で
、

年
間
収
入
一

六
五
五

円
、

支
出

一

六
五

〇
円
、

流
通
資
本
は
す
べ

て

自
家
出
資
な
の

で
そ
の

年
利
一

割
二

分
と
し
て

九
〇
円
を
純
益
の

部
に

算
入
し
て
、

は
じ
め
て

九
五
円
の

利
益

と
な
る
計
算
で
、

さ
し
て

有
利
な
営
業
で
は
な
か
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

こ

の

地
帯
の

馬
鈴
薯
は
、

一

九
〇
五

年
ご
ろ
に

な
る
と
東
京
市
場
で

次
第
に

北
海
道
産
に

圧
倒
さ
れ
、

澱
粉
製
造
と
と
も
に

次
第
に

生
産
額
を
減
ず
る

傾
向
を
示
す
に
い

た
っ

て
い

る
。

表3－34　水田裏作率

注　1894（明治27）年は，『神奈川県農
会報告』第1号，1909（明治42）年
は『神奈川県統計書』より作成。
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三

浦

大

根

梨
・

桃

三

浦
郡
の

大
根
（
秋
大
根

）は
、

高
円
坊
大
根
と
称
す
る
在
来
種
を
、

練
馬
系
尻
細
種
な
ど
、

同
地
の

温
暖
な
気
候
に

適
し
た
晩
生

種
に

移
行
さ
せ
な
が
ら
明
治
以
降
栽
培
を
増
や
し
た
。

以
上
の

ほ
か
、

橘
樹
郡
大
師
河
原
村
・

綱
島
村
を
中
心
と
し
た
梨
・

桃
、

都
筑
郡
柿
生
村
を
中
心
と
し
た
柿
、

橘
樹
郡
子
安
村
を
中
心
と
す
る
東

海
道
沿
い

諸
村
で
の

西
洋
野
菜
（
セ

ロ

リ
・

花
野
菜
・

ラ

デ
イ
ッ

シ
ュ

等

）
な
ど
の

特
産
に

そ
れ
ぞ
れ
の

発
展
が
み
ら
れ
た
。

梨
・

桃
の

産
地
で

は
、

い

ず

れ
も
品
質
よ
く
経
済
的
に

も
す
ぐ
れ
た
品
種
が
発
見
さ
れ
、

急
速
な
普
及
を
と
げ
、

特
産
地
と
し
て
の

地
位
を
固
め
た
。

梨
に
あ
っ

て

は
、

赤
梨
の

優
良
品
種
「
長
十
郎
」
の

出
現
で

あ
る
。

「
長
十
郎
」
は
、

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）年
、

橘
樹
郡
大
師
河
原
村
出
来
野
の

当
麻
辰
次
郎（
家
号
長
十

郎
）
の

畑
か
ら
初
め
て

発
見
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
が
、

一

八
九
七
年
こ

ろ
黒
星
病
に

よ
っ

て

梨
が
全
滅
に

瀕
す
る
大
被
害
を
蒙
っ

た
際
、

「
長
十
郎
」

だ
け
が
何
ら
被
害
を
う
け
な
か
っ

た
こ

と
か
ら
、

以
後
急
速
に

普
及
し
て

他
品
種
を
圧
倒
し
、

明
治
末
に

は
梨
栽
培
品
種
の

八
割
に
い

た
っ

た
。

「
長

十
郎
」
は
甘
味
多
く
、

豊
産
で

隔
年
結
果
の

弊
少
な
く
、

病
害
に

強
く
、

果
型
よ
く
色
沢
良
好
と
い

う
す
ぐ
れ
た
商
品
性
を
も
ち
、

や
が
て
全
国
的
な

普
及
を
み
た
。

桃
で

は
、

一

八
九
八
年
、

橘
樹
郡
田
嶋
村
吉
沢
寅
之
助
に

よ
っ

て

中
生
種
（
七
月
中
旬
成
熟

）「
伝
桃

」（
ま
た
は
伝
十
郎
桃

）
が
製
出
さ

れ
、

一

九
〇
二

年
か
ら
販
売
さ
れ
た
。

同
種
は
、

色
沢
・

品
質
と
も
当
時
の

栽
培
品
種
に

比
し
格
段
に

す
ぐ
れ
、

こ

れ
の

普
及
に

よ
っ

て
、

神
奈
川

県
の

桃
の

品
質
統
一

が
な
し
と
げ
ら
れ
、

栽
培
面
積
を
拡
大
す
る
に

い

た
っ

た
と
い

う
（
前
掲
『
神
奈
川
県
園
芸
発
達
史
』）。

こ

れ
と
時
を
同
じ
く
し

て
（
一

八
九
九
－
一

九
〇
〇
年
こ

ろ

）、

大
師
河
原
村
伊
藤
市
兵
衛
は
、

中
熟
種
（
七
月
下
旬
－
八
月
上
旬
成
熟
）
で

樹
性
強
健
・

豊
産
・

品
質
の

優
れ
た

新
品
種
を
発
見
、

「
早
生
水
蜜
」（
上
海
水
蜜
よ
り
熟
期
が
早
い

の

で
こ

の

名
が
あ
る

）
と
名
付
け
た
。

さ
ら
に
、

一

九
〇
七
年
こ

ろ
、

大
綱
村
池
谷
道
太

郎
は
、

極
早
生
種
の「
日

月
桃
」を
選
出
し
、

こ

こ

に
、

熟
期
の

異
な
る
優
良
品
種
が
揃
い
、

こ

の

地
帯
産
出
の

桃
は
、

市
場
で
の

評
価
を
高
め
た
。

西

洋

野

菜

な

ど

子
安
村
を
中
心
と
し
た
西
洋
野
菜
栽
培
の

発
展
は
や
や
遅
れ
、

日

露
戦
後
の

好
況
期
に

始
ま
る
と
い

わ
れ
る
。

そ
し
て
、

一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）－
一

二

年
こ

ろ
に

は
、

鶴
見
川
境
か
ら
神
奈
川
町
境
に

い

た
る

東
海
道
に

沿
っ

て
、

作
付
面
積
は
五
〇
町
歩
弱
と
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な
り
、

栽
培
農
家
一

二

〇
戸
、

一

戸
少
な
く
と
も
五
反
、

多
く
は
一

町
五
反
を
栽
培
し
、

七
割
を
東
京
へ
、

残
り
を
横
浜
に

出
荷
し
、

二

〇
〇
〇
円

以
上
の

収
入
（
全
体
で

年
産
二

〇
万
円

）
を
あ
げ
る
黄
金
時
代
を
現
出
し
た
（
前
掲
『
神
奈
川
県
園
芸
発
達
史
』）。
そ
の

他
、

久
良
岐
郡
六
浦
荘
村
釜
利
谷
、

根
岸
村
等
で

も
、

維
新
期
か
ら
種
々

の

西
洋
野
菜
を
栽
培
し
て

き
た
経
験
の

上
に
立
っ

て
、

子
持
甘
藍
・

輸
出
用
百
合
根
・

ア
ス

パ

ラ

ガ
ス

な
ど
の

作
付
が
な
さ
れ
て

い

る
が
、

市
場
が
極
め
て

限
定
さ
れ
需
要
・

価
格
が
不
安
定
で
、

か
つ

種
子
の

自
家
採
取
な
ど
の

技
術
が
確
立
せ
ず
、

特
記
す
べ

き
発
展
は
み
ら
れ
な
い
。

ま
た
、

維
新
期
、

橘
樹
郡
綱
島
村
で

み
ら
れ
た
ほ
お
ず
き
（
鬼
燈
・

酸
漿
）
の

特
産
も
、

小
倉
・

矢
向
・

江
ヶ

崎
・

塚
越
等

の

諸
村
に

広
が
る
に
い

た
っ

て

い

る
。

ほ
お
ず
き
は
、

一

株
に
一

四
、

五
－
二

〇
果
、

一

反
歩
で

竹
笊
に
一

〇
〇
杯
（
笊
一

枚
は
二

斗
入
約
一

五
〇
〇

－
一

六
〇
〇
果
）
を
産
し
、

価
格
は
変
動
が
は
げ
し
く
笊
一

枚
に
つ

き
上
等
一

円
三

〇
銭
－
下
等
七
〇
銭
の

年
か
ら
、

上
等
四
五

銭
－
下
等
三
五

銭

と
い

う
安
値
の

年
ま
で

あ
り
、

一

反
歩
で
三
五

円
－
一

〇
〇
円
以
上
の

収
益
が
得
ら
れ
た
。

こ

れ
ら
は
早
朝
農
家
が
採
取
し
た
も
の

を
、

昼
ご
ろ
仲

買
人
が
来
て

買
い

集
め
、

選
別
し
た
後
、

東
京
・

千
葉
や
県
下
の

市
町
へ

仕
向
け
、

あ
る
い

は
塩
漬
に

し
て

保
蔵
さ
れ
た
（
神
奈
川
県
農
事
試
験
場
技

手
小
林
滝
太
郎
調
査

明
治
三

十
七
年
『
神
奈
川
県
農
会
報
』
第
二

〇
号
）。

麦

稈

真

田

経

木

真

田

さ
ら
に

橘
樹
郡
川
崎
で

は
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）－
七
九
年
こ

ろ
か
ら
急
速
に

発
展
し
た
麦
稈
真
田
・

経
木
真
田
の

製
造
が
み

ら
れ
る
。

麦
稈
真
田
は
、

夏
用
帽
子
の

原
料
と
し
て
、

一

八
七
八
年
横
浜
二

百
四
番
館
ス

ト
ラ
ー
フ

商
会
が
、

東
京
府
大
森
に
こ

れ
を
求
め
た
の

に
始
ま
り
、

翌
年
以
降
米
国
か
ら
の

注
文
が
激
増
す
る
に

と
も
な
い
、

そ
の

製
造
が
ま
ず
川
崎
に

伝
播
し
、

農
家
副
業
と
し
て

急
速
な

伸
長
を
と
げ
た
。

こ

れ
は
さ
ら
に
全
国
的
に

拡
大
し
て

四
、

五
年
の

う
ち
に
、

輸
出
年
額
二

〇
〇
－
三

〇
〇
万
円
に

達
す
る
主
要
輸
出
品
の
一

つ

と
な

り
、

一

八
九
二

年
に

最
盛
期
を
迎
え
た
。

し
か
し
、

一

八
九
八
年
こ

ろ
か
ら
「
大
森
真
田

」
と
よ
ば
れ
る
川
崎
の

真
田
生
産
は
、

注
文
が
減
少
し
、

廉
価

と
な
り
衰
退
に

向
か
っ

た
。

し
か
し
、

こ

れ
に

代
わ
る
商
品
と
し
て
、

一

八
九
四
－
九
五
年
こ

ろ
か
ら
経
木
真
田
の

生
産
が
興
り
、

一

九
〇
二

（
明
治
三

十
五

）
年
に

は
、

川
崎
お
よ
び
大
崎
地
方
で

は
麦
稈
は
真
田
生
産
の

う
ち
一

〇
－
二

〇
㌫
で
、

他
は
す
べ

て

経
木
真
田

に

切
り

替
わ
っ

た
。
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原
料
の

麦
稈
は
、

普
通
の

麦
か
ら
抜
き
取
る
（
穂
首
か
ら
一

ま
た
は
二

節
以
上

）。
農
家
は
そ
れ
の

袴
を
取
り
六
寸
に

切
り

揃
え
、

風
雨
に

当
た
ら
ぬ

よ
う
菰
包
み
と
し
て
、

仲
買
に

売
る
。

一

反
の

麦
稈
約
九
〇
貫
の

う
ち
一

、

二

割
（
約
一

〇
貫
）
を
選
ん
で

抜
き
取
り
、

四
、

五

円
の

収
入
に
な
る
と

い

う
（
一

九
〇
二

年
現
在

）。
抜
き
取
っ

た
麦
稈
は
、

問
屋
に
よ
っ

て

選
別
の

後
、

硫
黄
で

漂
泊
し
、

時
に
は
染
色
し
た
の

ち
、

製
造
人
に

渡
し
、

製

造
人
は
農
家
な
ど
に

配
布
し
て
、

こ

れ
を
編
ま
せ
る
。

農
家
は
こ

れ
を
副
業
と
し
て
一

日
に
一

－
一

反
半
を
編
み
、

編
み
賃
と
し
て

六
、

七
銭
－
一

九
銭
を
得
た
（
麦
稈
一

貫
か
ら
四
、

五
反
を
得
る
と
さ
れ
る

）。

経
木
新
田
の

原
料
は
、

八
戸
・

盛
岡
等
か
ら
送
ら
れ
て

く
る
ド
ロ

ヤ
ナ
ギ
で
、

や
は
り

問
屋
・

製
造
人
を
経
て
農
家
に

配
布
さ
れ
た
。

こ

の

よ
う
に
、

麦
稈
真
田
か
ら
経
木
真
田
へ

の

転
換
は
、

川
崎
地
方
の

麦
作
か
ら
の

原
料
供
給
を
廃

絶
さ
せ
、

農
家
に

と
っ

て

は
、

た
ん
な
る
婦
女
子
に

よ
る
農
閑
期
の

工

賃
獲
得
の

手
段
と
な
っ

た（
明
治
三

十
五
年
五
月
「
神
奈
川
県
農
会
調
査

」『
神
奈

川
県
農
会
報
』
第
一

一

号
）。
以
上
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

そ
の

生
産
は
、

海
外
市
場
の

状
況
に

左
右
さ
れ
て

き
わ
め
て

盛
衰
が
は
げ
し
い
。

以
上
、

横
浜
周
辺
五

郡
に

お
い

て
、

水
田
面
で

は
一

部
で
の

裏
作
の

拡
大
を
除
け
ば
停
滞
を
続
け
、

畑
作
面
で

は
内
部
に

小
規
模
な
が
ら
、

い

く

つ

か
の

特
産
地
が
形
成
さ
れ
る
と
い

う
発
展
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、

こ

れ
に

と
も
な
い
、

澱
粉
製
造
や
麦
稈
真
田
・

経
木
真
田
製
造
と
い

う
、

特
産

物
な
い

し
は
農
家
の

余
剰
労
働
力
を
利
用
し
た
新
た
な
加
工

業
が
生
ま
れ
て
い

る
。

三

　
内
陸
養
蚕
地
帯

副

業

と

し

て

の

養

蚕

高
座
・

津
久
井
・

愛
甲
三

郡
農
業
の

主
要
な
貨
幣
収
入
源
で

あ
る
養
蚕
は
、

明
治
後
期
に

お
い

て

も
、

生
産
は
と
く
に

顕
著
な
拡

大
を
示
さ
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

蚕
種
改
良
・

温
暖
育
の

普
及
・

秋
蚕
飼
育
の

拡
大
・

桑
園
改
良
と
い
っ

た
技
術
的
改
良
が
進
め

ら
れ
た
。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

養
蚕
は
農
家
経
営
の

な
か
で
、

労
働
力
の

均
等
な
年
間
配

分

な

ど
、

経
営
他
部
門
（
耕
種
・

養
畜
）
と
の

整
合
が
図
ら
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れ
、

主
要
な
「
副
業

」
と
し
て
の

地
位
を
固
め
て
い

っ

た
。

す
な
わ
ち
、

県
下
で

最
も
養
蚕
業
が
発
展
し
た
こ

の

地
帯
で

も
、

養
蚕
規
模
を
一

層
拡

大
し
て
い

く
方
向
－
養
蚕
大
経
営
へ

の

発
展
は
み
る
こ

と
が
で

き
な
い
。

高
座
郡
相
原
村
に
つ

い

て
こ

の

時
期
の

収
繭
量
の

変
遷
を
み
る
と
、

そ
の

明
治
三

十
（
一

八
九
七

）－
四
十
年
代
に

お
け
る
増
加
は
、

も
っ

ぱ
ら
秋
蚕
の

増
加
に

よ
る
も
の

で

あ
る
こ

と
が
わ
か
る
（
表
三
－

三

五

）。
同
郡
大
沢

村
の

秋
蚕
は
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）－
八
一

年
こ

ろ
か
ら
わ
ず
か
に

行
わ
れ
て
い

た
が
、

一

八
八
六
年
こ

ろ
か
ら
漸
次
増
加
し
、

一

八
九
四
年
こ

ろ
に

掃
立
枚
数
一

三

〇
〇
枚
位
（
一

枚
か
ら
繭
四
－
五
斗
を
と
る
と
し
て
、

収
繭
量
約
五
二

〇
－
六
五
〇
石

）
に

達
し
、

一

九
〇
五

年
に
は
、

蚕
種
に

風
穴
種

を
用
い

て

さ
ら
に

掃
立
量
を
増
し
、

同
時
に

秋
蚕
専
用
の

桑
を
植
栽
す
る
に
い

た
り
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）年
に
は
そ
の

反
別
が
三

六
町
余
に

お
よ
ん
だ（
一

九
一

一

年
「
大
沢
村
治
概
要

」）。
こ

れ
に

よ
っ

て
、

農
作
物
の

作
付
面
積
は
減
少
し
、

収
穫
量
も
当
然
減
じ
た
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
が
、

事
実
は
、

そ
の

よ
う
に

は
な
ら
な
か
っ

た
。

前
掲
「
村
治
概
要
」
は
次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

養
蚕
業
ノ

発
展
ハ

、

各
農
家
ガ
収
入
ノ

増
加
ニ

従
ヒ
、

肥
料
ノ

購
入
充
分
意
ノ

如
ク
購

求
シ
、

特
ニ

産
業
組
合
創
立
以
来
（
一

九
〇
五
年
六
月
設
立

）
確
実
ノ

肥
料
ヲ

低
価
ニ

購
買
シ

得
、

及
資
金
ノ

乏
シ

キ
モ

ノ
ハ

信
用
組
合
ヨ

リ
資
金
ノ

融
通
ヲ

ナ
シ

購
買
ニ

充

用
セ

シ

メ
、

加
フ
ル

ニ

近
来
牛
豚
ノ

養
畜
ハ

大
ニ

繁
殖
シ
、

従
テ

堆
肥
ハ

充
分
ニ

造
作

シ

得
…
…
少
シ

モ

農
作
物
ノ

収
量
ニ

影
響
セ

ス

と
し
、

一

例
と
し
て
、

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
－
一

九
〇
〇
年
こ

ろ
は
、

麦
は
、

肥
料
に

米
糠
を
多
く
て
反
当
八
斗
位
（
一

九
一

〇
年
こ

ろ
の

時
価
で
二

円
二

〇
銭

）
施

し
、

反
収
一

石
八
斗
ほ
ど
で
あ
っ

た
が
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
こ

ろ
に
は
、

充
分
な
牛
馬
の

堆
肥
に

加
え
、

米
糠
・

豆
粕
・

化
学
肥
料
等
、

合
算
し
て
基
肥
に

五
－

六
円
、

追
肥
に

約
一

円
五
〇
銭
と
い

う
以
前
の

二

倍
以
上
の

施
肥
を
な
す
こ

と
に

よ
っ

表3－35　1892（明治25）－1911年高座
郡相原村の収繭量・家畜数の変遷

注　1　『相模原市史』第6巻第19，20表より作
成。

2　家畜数は1909年の数字。
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て
、

三
石
以
上
の

反
収
を
得
る
に
い

た
っ

た
と
し
て
い

る
。

麦
の

商
品
化

麦
は
、

表
三
－

三
三
、

三
－

三

六
の

よ
う
に
、

こ

の

養
蚕
地
帯
三

郡
で
の

主
要
な
農
作
物
で

あ
る
。

畑
は
、

麦
－
陸
稲
・

雑
穀
、

麦
－
大
豆
と
い

う
本
来
は
自
給
的
な
作
付
体
系
が
、

依

然
と
し
て

支
配
的
で

あ
る
が
、

明
治
二

十
年
（
一

八
八
七

）
代
後
半
以
降
、

そ
の

平
均
反
当
収
量
は
、

わ
ず
か

で

は
あ
る
が
着
実
に

上
昇
を
示
し
て
い

る
。

い

ま
、

高
座
郡
綾
瀬
村
で
の

作
付
麦
の

品
種
を
み
る
と
（
表
三
－

三
七

）、
大
麦
で

は
ゴ

ー
ル

デ
ン

メ
ロ

ン
、

小
麦
で
は
ふ
る
づ
・

阿
弥
陀
寺
と
い

う
、

い

ず
れ
も
多
肥
性
の

新
品

種
が
部
分
的
に

導
入
さ
れ
て

お
り
、

販
売
を
目
的
と
し
た
栽
培
が
一

部
に

行
わ
れ
て

い

る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま

た
同
郡
大
沢
村
で

も
、

小
麦
は
総
耕
作
反
別
の

三
二
・

七
㌫
、

大
麦
は
一

六
・

六
㌫
に

作
付
さ

れ
、

品
種
に

は
、

小
麦
で

阿
弥
陀
の

ほ
か
、

県
農
事
試
験
場
の

推
す
優
良
品
種
、

赤
坊
主
・

白
ボ
ロ

な
ど
、

大
麦
で

は
ゴ

ー

ル

デ
ン

メ
ロ

ン

の

導
入
が
み
ら
れ
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
現
在
で
、

小
麦
は
「
近
年
販
路
拡
張
ノ

結
果

増
加
ノ

趨
勢
ヲ

呈
シ

来
レ

リ

」、

大
麦
は

「
ゴ

ー
ル

デ
ン

メ
ロ

ン

種
ハ

近
来
麦
酒
醸
造
用
ト
シ

テ

特
約
販

売

（
大
日

本
麦
酒
会
社
と
の

）
ヲ

ナ
ス

ニ

至
レ

リ
、

更
ニ

一

層
ノ

増
加
ヲ

来
セ

リ
」（
前
掲
「
村
治
概
要
」）
と
さ
れ
て

い

る
。

一

方
、

高
座
郡
農
会
は
一

九
〇
一

（
明
治
三

十
四

）
年
に

第
一

回
の

麦
作
立
毛
品
評
会
を
開
き（
五
月
二

十
一

日

か
ら
一

週
間

）、
対
象
を
大
麦
ゴ

ー

ル

デ
ン

メ
ロ

ン

・

早
生
美
濃（
み
の

ご
ろ

）
に

限
定
し
、

各
町
村
か
ら
優
良
な
も
の

五
点
ず
つ

を
選
出
さ
せ
、

審
査
を
行
っ

た
。

褒
賞
授
与
式
に

お
い

て
、

一

等
と
な
っ

た
座
間
村
農
会
は
、

「
歓
喜
ノ

中
ニ

…
…
当
日

受
領
シ

タ
ル

優
旗
ヲ

掲
ケ
会
員
一

同
ニ

護
送
セ

ラ

レ

ツ

ヽ

勇
マ

シ

ク
帰
村

」（「
郡

農
会
記
事
」『
神
奈
川
県
農
会
報

』
第
一

〇
号
）し
た
と
い

う
。

ま
た
、

こ

の

麦
作
立
毛
品
評
会
は
、

村
農
会
の

主
催
で
、

座
間
・

鶴
嶺
・

御
所
見
・

海
老

名
・

小
出
・

明
治
・

渋
谷
・

六
会
・

綾
瀬
の

諸
村
で

も
開
か
れ
た
。

こ

う
し
た
農
民
の

熱
意
に

促
さ
れ
つ

つ
、

多
肥
性
の

品
質
の

良
い

麦
の

新
品
種

表3－36　内陸養蚕地帯3郡での大麦反当たり収量の変遷

注　1　『神奈川県統計書』より作成。
2　1905年以降は畑作のみの数値。
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の

普
及
が
進
み
、

反
当
収
量
の

増
大
と
と
も
に
、

麦
の

商
品
化

が
進
展
し
て

い
っ

た
。

甘

藷

栽

培

の

発

展

さ
ら
に
、

こ

の

時
期
に

は
、

麦
－
甘
藷
と
い

う
作
付
体
系
を
と
り
つ

つ

甘
藷
の

栽
培
が
、

高
座
・

愛
甲
お
よ
び
中
郡
に

拡
大
し
て
い

る
。

甘
藷
は
、

明
治
初
期
に

あ
っ

て

は
、

主
に

高
座
郡
南
部
や

藤
沢

か
ら
平
塚
に

い

た
る
海
岸
の

砂
地
に

栽
培
さ
れ
、

他
村
で

は
、

わ

ず
か
ず
つ
、

主
に
自
給
用
に

栽
培
さ
れ
て
い

た
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

品
種
も
、

中
郡
大
野
村
八
幡
原
産
の
「
八
幡
」あ
る
い

は「
相

州
白
」
な
ど
地
元
品
種
を
主
と
し
て
い

た
。

し
か
し
、

明
治
三

〇
年（
一

八
九
七
）
代
に

入
る
と
、

高
座
郡
中
部
以
北
で

栽
培
を

増
し
、

と
く
に
一

九
〇
七
年
以
降
、

全
般
的
な
作
付
の

拡
大
を
み

た
（
表
三
－

三

八
）。

茅
ヶ

崎
町
な
ど
海
岸
砂
地
で

は
、

七
月
中

旬
か
ら
の

早
掘
り
販
売
が
行
わ
れ
、

一

反
歩
四
〇
円
も
の

収
穫

を
あ
げ
る
一

方
、

高
座
郡
北
部
で

も
、

一

九
〇
八
（
明
治
四
十
一

）

年
横
浜
鉄
道
開
通
後
、

こ

の

沿
線
諸
村
は
、

信
州
方
面
へ

の

甘

藷
移
出
を
意
図
し
て

急
激
に

作
付
を
増
す
な
ど
、

総
じ
て
こ

の

表3－37　1904（明治37）年高座郡綾瀬村における麦の品種

注　『神奈川県農会報』第18号より作成
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時
期
の

栽
培
の

拡
大
は
、

甘
藷
の

販
売
に
よ
る

貨
幣
収
入
の

増
大
を
意
図
し
て

行
わ
れ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

藤
沢
・

茅
ヶ

崎
町
で

は

早
生
の

「
八
幡
」
が
多
く
栽
培
さ
れ
、

初
夏
か
ら
、

茅

ヶ

崎
は
茅
ヶ

崎
停
車
場
、

藤
沢
は
藤
沢
停
車
場

か
ら
移
出
さ
れ
た
。

ま
た
六
会
村
は
「
川
越
」

種
が
多
く
、

同
様
藤
沢
停
車
場
か

ら

移
出
さ

れ
、

大
和
村
か
ら
は
「
南
京
」
が
神
奈
川
地
方

へ

出
荷
さ
れ
た
。

相
原
・

大
沢
村
は
、

横
浜
鉄

道
開
通
の

影
響
を
強
く
う
け
、

同
鉄
道
橋
本
駅

か
ら
信
州
へ
、

秋
末
か
ら
早
春
に

か
け
て

多
く

移
出
が

み

ら

れ

た
。

品
種
は
貯
蔵
性
に

富
む

「
南
京
」
を
主
と
し
た
（
一

九
九
一

年
現
在
）。

こ

の

よ
う
な
甘
藷
栽
培
の

発
展
に

県
も
積
極

的
で

あ
り
、

高
座
郡
役
所
は
、

一

九
一

〇
年
に

大
和
村
・

大
沢
村
に

甘
藷
模
範
場
を
置
き
、

郡

農
業
技
手
が
大
和
・

大
沢
村
の

担
当
人
を
監
督

表3－38　高座郡甘藷作付面積・収穫高の変遷 1902（明治35）－1911年

注　1　1911（明治44）年高座郡役所「甘藷模範成績」第2報より作成。

2　麻溝村1902（明治35）年の欄には1903年の新値を掲げた。
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