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東
海
道
品
川
宿
に
お
け
る
肋
鄕
に
つ
い
て
は
す
で
に

「

，品
川
町
咬」

上
卷
五
〇
七
頁
以
下
；に
多
く
の
資
料
が
揭
げ
ら
れ
て
ぁ
る

0

今
こ 

.
i
に
そ
と
に
漏
れ
た
る
資
料
に
依
つ
て
、
*
.
来
か
ら
明
治
初
年
に
か
け

て
の
品
川
宿
に
お
け
る
助
鄕
の
狀
態
を
記
述
し
て
見
ょ
ぅ
と
思

ふ 
o

■
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文
久
三
年
裳
疋
月
の.「

東
海
道
品
川
宿
肋
鄕
村
，高
#
.
'
な
る
寫
本
に
依
る
と
、

品
川
宿
の
定
助
鄕
の
範
圍
は
次
ぎ
の
如
く
で
ぁ
る
。
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九
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井
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百
五
拾
，八
石
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六
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四
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、
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八
拾
五
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、
下
蛇
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(

甙
百
七
拾
五
，右)

、

ニ
日
五
日
市

C.

九
拾
四
右

)

、
合
三
：千
贰
亩
拾
五
：右
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(
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'
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込
..領
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榈
ヶ
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六
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七
石)
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料
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五
拾
九
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五
拾
九
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拾
寰
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百
六
拾
九
石〕
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拾
五
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八
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八.ケ
村
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村
高
八
千
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拾
八
本
七
斗
豐
升
賛
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觸
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と
乎
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。
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四
百
■

九
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、
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大
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三
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拾
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：百
一
一

〕

拾
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、
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七

拾
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、
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八
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三
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四
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三
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三
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四
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道
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八
百
贰
拾
三
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八
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、
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、
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五
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、
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六
拾
五
石)

、
合
五
百
贰
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石
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以
上
三
拾
四
ケ
村
、
村
髙
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千
七
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g
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石
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こ
れ
を
五
觸
組
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內
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組
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引
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九
右
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八
升
九
合
、
五
觸
組
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四

砮

、
差

引

塵

萬
七
千
三
亩
三
拾
四
石
七
斗
費
升
費
合
で
あ
つ
た
。

こ

の

ニ

.組

に

分

か

れ

た

Q

は
享
保
士一

年
Q

B

で
、
隔
年
勤
I

I

つ
た
。
し
t

通
行
が
多
く
て
I

高
に
割
宛
て
、
高
百

石
に
.つ
き
七
人
S

分
以
上
の
場
合
に
は
勤
村
、
休
村
の
區：

別
な
く
、
總
助
鄕
村
へ
割
宛
て
た
0

從
つ
I

末
以
後
に
お
ゐ
て
は
實
際
h
 

.休
村
は
な
か
つ
た
や
ぅ
で
あ
る
o
. 

一

さ
ら
に
同
書
所
載
の
加
助
鄕
の
範
圍
を
見
る
と
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

(

一)

久
本(

譬

拾
八
石)

、
末
長(

威
瓦
五
拾
四
石)

、
下
作
延(

■

威
拾

五

石

)
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作
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百
四
拾

九
石)
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或
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三
拾 

六
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、
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衣(

四
百
九
拾
六
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千
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百
七
拾
八
^
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石)
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合
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五
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'
市
兵
衞
町(
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S

、
谷
町(

拾
資
石)

、
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拾
四
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、
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加
助
鄕
總
計
高
三
千
三
拾
九
石
、
そ
の
內
在
村
々
睪
香
八
拾
三
石
、
江
戸
町
村
は
七
百
五
拾
六
右
で
あ
つ
た
。
定
加
兩
助
鄕
を 

合
す
る
と
、
除
免
高
を
差
別
い
て
、
高
貳
萬
三
百
七
拾
三
石
七
斗
寰
升
費
合
と
な
る
。

芽
末
に
あ
ゐ
て
多
人
數
の
蒙
が
益
そ
藝
に
な
る
と
、
到
底
上
記
の
村
々
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
す
で
に
嘉
永
七
年
ペ
リ
ィ 

の
渡
來
、
宴
七
嚣
事
向
等
に
當
分
助
鄕
を
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出
だ
と
.

I
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品
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I
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れ
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又
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應1

1
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ヵ
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、
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ず
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催
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用
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し
て
置
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家
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廻
狀
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、
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4

5
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不
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東
無
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汰
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座
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間
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來
ル
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村
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^
役
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出
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被
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右

日
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岔
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廿
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萍
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仕
ル'

ン
：

私
村
方
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付
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ル
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1
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井
澤
樣
御
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ゐ
*
ヒ

中
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村
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.

.
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風

村

⑩

廿
日
夜

a
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刻
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^
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-

ー.御
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^
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張
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越
畑
村
⑩ 
' 

川
5

而
廿
：日
未
上
刻
到
來
，

"

爪
心
子
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野
杉
山
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衆
勝

E

下.橫E

越
灿X

朱
點
八
ヶ
村
拜
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承
知
仕
ル
、

勝
田
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、

.
'

(

:

.

.

.
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.

、
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■

#■
谷
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@
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-
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-

l
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來
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-
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.

和
方
之_
戈
出
府
歎
頦
屮-
一
御
座
ル-I

付
此
段
巾
上̂

以
上
'菅
谷
村

下
横
田
村
.'
;

'

:

,

'

V
へ

：

.

:

:

.

.

右

村

，
名

生

衆

中

，
.

. 

:
」

衣
の
內
長
樂
村
の
.
品
川
宿
へ
の
歎
願
の
書
狀
は
次
ぎ
の
.
如

I

の
セ
あ
る
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「

乍

略

儀
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紙

啓

上

5

、.
向
暑
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揃
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、
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御
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傅
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改
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:
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村
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同
は
日
延
申
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办
處
、
論
I

知
被
下
、
：忝
仕
合
奉
存
、.是

非

右

霞

日
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，
〒
、
村

方

遂

議

、

I

談
：
“

一
罷
出
度
，

日
，，

共
、
拍

人

馬

產
I

相
勤
、
t

賃
銀
を.以
雇
上
：ケ
之
外
、
有
之
間
敷

I

、
其
段
小
前
之
も
の
共
申
聞
砟
處
、
何
f

 

身
鰲
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巴
申
居
治
定
不
仕
外.-r

付
4

旣.II:

領

主

役

場

立
-

厚
利
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有
之k
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、
：
，
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入
： -

實

以
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之
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.
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、.銘
ミ
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評
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役
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共
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お
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斗
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澤
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萬
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萬
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萬
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廿
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萬
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萬
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總
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を
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廿
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な
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。
先

づ

第
一

義

大

馨

慕

I

璧

の

御

讓

が

の
た
め
に&

い
l

y

亙
つ
て
助
鄕
が
'行
は
れ
た
が
、
そ
の

大
通
行
の
後
、
漸
次
に
軍
隊
の
通
行
も
減
じ
た
矣
ふ
の
で
、

閨
四
月
加
助
鄕
等
が
免
除
さ
れ
た
.。即
ち
関
四
I

川
宿
は
川
崎
、
雲

川
兩
宿
連
零
次
S

如
き
請
書
を
出
し
て
ゐ
る
0

.「

.
差

.上
申
御
請
書
之
事
：
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蠢
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廿
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仰
渡
>
:大
小
之
百
姓
相
助
リ
.
莫
太
之
は
仁 

警

S

仕
合
奉
存
卟
、
尤
窆
趣
當
分
助
鄕
幷
新
規
加
_

鄕

共

韋
J

達
裳
取
斗
？

外
、
依
之
御
請
書
差
上
申
處
如
件
, 

;•

,

.

慶
|

_

"

.

 

宿
.

.

V

,

” 

.

.

.
:*;
;
' 

” 

.
•:
.

•

神

：奈

川

宿

.

*

:.

V II

分
助
鄕
村
之
憋
代

.

：
.

. 

. 

' '

武
州
都
筑
郡
勝
田
村 

,

■ 

’ 

'

:'
:

.名
主
:;
八

郞

右

：衞
：
«

.

• 

'

' 

.ン
冶
同
蘄
中
山
村
：
:;
.
.

:

•

:

筒

0
五

右

衞

內

同
州
橘
樹
郡
宋
長
村 

\ 

’

’

御

#

計

樣

：

：

.

.

.

••
同

助

次

郞

.

御
.
.
役
':
:
:
:人

；

樣

.

：

パ

.

.

.

. 

、

J

雜
新
當
.時
に
.お
け
る
.
.品
川
宿
.の
助
鄉 

、
こ

>
-
/

マ」

0
三
〇
九)



_

新
當
時
に
扣
け
备
品
川
辑
の
^

^
 

】

五

ー

一
Q

r

i

o

)

か
く
當
分
助
鄕
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加
助
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ふ
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定
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負
燴
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く
な
る
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あ
る
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つ
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半
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し
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。
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付
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仞
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總
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助
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仰
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仕
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^
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^
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齒
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濱
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右
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挪
粗
泰
伺
、
誠
ニ
以
證
危
急
ニ
迫
、
不
奉
観
を
灰
、
別
紙
差
村
帳
相
添
、
此
段
は
愁
願
沒

1

卟
何
卒
出
凇
之
以
御
慈
悲
、
前
件
之
始
終
御
憐
察
被
成
下
置
、
當
三
月
以
來
之
御
親
征
洽
幷
諸
向
1

行
月
餘
i

來
之

式
、
御
I

I

I

迄
、
在
來
加
助
鄕
、
增
加
I

共
定
助
晋
打
込
、
平
等
S

勤
被
仰
付
.

御
I

急
f

1

被
下 

置
㈧

様
、
御
仁
惠
之
は
沙
汰
偏1

一
泰
願>

1

外
、
以
上
、

慶
應
四
辰

mJL^

月
十

取
海
道

品
川
宿
役
人
憋
代

年

寄

善

兵

衞

同
宿
助
鄕
惣
代 

武
州
荏
原
骶
嶺
村

名
主
周

，川
崎
宿
助
鄕
惣
代
翁 

役
人
飽
代

藏

間
屋

正

作

.

民
政
御
裁
判
所

」

.

產

出

I

し
て
、
希
望
通
J

許
可
は
與
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
當
分
■

が
十
數
ヶ
村
認
め
ら
れ
た

だ

け

で
ぁ
っ
た
。
即
ち

そ

の

鄕 

I

 

S
 ニ )



維
新I

s

け
る
：品

川

雪

翼

 

憂

s

i

 

御
®

H

は
：次

ぎ

の

如

く

で

あ

，る

。

,,

 

.

「

今
般
四
條
殿
幷
諸
家
人
數
其
外
徵
兵
之
向
通
行

II

付
、
右

翌

ム

限
リ
、
左

之
村
と
來
海
道
品

川
宿
沁
當
分

加
叻
鄕
市

付
出
、
一rr 

•
役̂
人
共
*
^
相
觸
次
第
人
馬
無
滞
差
出
可
相
勤
も
の
也

.

.

.

辰
六
月
廿
日 

民

政

栽

判

所

印
 

武
州
橘
樹
郡

久

本

村

末

長

村

下

作

延

村

上

作

延

村

馬

衣
：̂
 
9

谷

村

久

地

村

北

見

方

村S

河

原

村

下

蒼

生

村 

同
州
豐
嶋
郡

市
兵
銜
町
谷
町
：
，下
澀
谷
村
野
崎
村
上
知
下
漉
谷
村
宮
增
村

右
名
主
組
頭
傲
苗
姓

」

次
ぎ
に
七
月
德
川
龜
之)

助
、
即
ち
家
達公
が
駿
河
に
封
ぜ
ら
れ
、
旗
下
の
士
以
下
多
數
の
移
住
が
始

ま

っ

た

。

そ
の
在
職
翁
の
數
六 

千
五
^

人

費

；人

に
付
家
族
.家
來
共
凡
そ
八
人

づ

、

と

し

て

總

人

數

四

萬

八

千

四

百

人

と

計

上

し

て

ゐ

る

。

(
「

復

占

，記

」

^

七
°|
}

-ー
一 

五

頁

}
,
.
，
家

達

公

は

八

月

九

日

江
戸
を
出

發

し

.
て
ゐ
る
o 
.か
、
る
散
馨
は
到
底
前
揭
の
加
助
鄕
を
止
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
七
月 

十

三
.日
、
；-^
政
栽
剕
所
は
次
ぎ
.
'の

如

く

令

し

た

。

.

「

今
般
德
”
龜
之
助
駿
#

府
中
表
V2
引
越」

I

资

、
，
入

馬

繼

立

相

嵩

±

間
、
■先
般
四
條
殿
幷
諸
家
人
黯
行
一【

付
-
品
川
宿
^

鼎
原
迄 

相
觸
置
±

定
加
助
郷
村
、

I

立

之

分

共

、

打

込

勤

盎

間

、

宿

，
役

人

I

觸

次

第

、

人

馬

無

滯

.可

相

勤

も

.の
也
、し

. 

し
か
し
各
助
鄕
村
共
に
疲
幣
し
切
つ
て
ゐ
た
ホ
ら
、

.、假

令

助

鄕

を
_

し
て
も
、
容
易
に
そ
の
負
擔
金
を
支
佛
ひ
得

ず

、

又
そ
れ
が

宿
驛
を
し
て
一
脣
人
馬
.の
.調
達
を
困
難
に
し
た
。
八
月
に
至
つ
て
左
の
如
き
歎
願
書
を
提
出
し
て
ゐ
るo

 

「

乍
恐
以
書
付
篇
上
办

可
海
道
f

宿
パ
崎
濃̂
:

|

代

混

鑒

代

、
產

名

前

警Q

蒙

串

忐

、
先f

川

證

屋

源

畜

門

ぶ

震

上’
i

人
馬
減
少
之
義
ハ
、
f

 

□
 

u

も
相
成
、
難
被
§

沙
汰
、

一
同
I

I

支
一
一，

不
相
成
様
可
相
勤
I

仰
渡
、
承
知
泰
德
M

依

爲

f

 

I

I合
、
出
精
可
I

I

I

評

仕

為

共

、

方

今

之

麗

ー

一

管

、

宿

助

I

續

之

悬

無

之.
m

a

已

旣

品

パf

人

馬

倦

勞̂
足

不

申

、
.雇

賃

錢

村J

追„

滯

、
當

七

：

I
T

迄

凡

贰

千

兩

余

不

勤

未

進

有

之

、
是

迄

備

金

条

及

”

 

夫
尤
佑
今
日
迄
御
用
相
勤
來
昨
得
共
、
此
上
術
斗
無
星
、
尤
滯
村

^
相
手
取
出
訴
可
仕
昨
得
共
、
元
來
疲
弊
窮
迫
貧
村
之
義
、 

且
從
來
外
々
宿
-
比
S

?

、
助
鄕
馬
追
年
減
少
不
足
之
上
.、
當
s

f

 

I

f
抱

屋

馨
I

I

作
之
場
所
出
來
、
全 

除
f

t
様
之
姿
！

I

成

行

殊

11

狡
內
旅
能
屋
共
黄
卯
兩
年
火
災
ニ
逢
*

過
半
相
減
，
其
外
不
足
ゐ
已
、
霊

部

用
,

相P
、
.

極
難

ニ
陷
昨
段
文
素
志
f

f

i

芻

共

、
不

容
孴
時
f

 

I

籠

在

外

間
•

精
際
劈
仕
外
義
S

座
'

苦
衰
弊
美
様
之
_

、
就
中
神
奈
川
宿
迄
f

宿
之
義
气
横
濱
開
市
以
後
之
御

用

途

H

ひ
莫
大
之
儀
一
一

付
疲
弊
仕

f

、 

今
般
之
大
事
件
、
‘

對

御

上

當
I

l

l

f

奉

裒
得
典
、
危
急
之
f

、
問
屋
場
始
外
役
場
等
折
節
明
ヶ
拂
、
下
役
共

疾
苦
を
被
遊
爲
鲰
救
扶
吹
と
.
.の
御
代
：

U

相
成
阼
間
、
不
奉
顧
多
罪
、
情
實
無
忌
憚
奉
申
上
昨
、
右
兩
宿
最
寄
二
相
孕
リ
罟
リ
、
“

. 

助
鄕
手
明
寬
役
等
之
f

多
分
有
之
、.
拱
手
傍
觀I

一

事

シ

寵

在

昨

看

、
.
.
公

平

之

御

政

令

ニ

 

I

之
杯
、
愚
民
共
不
足
I

■

キ
、

^
 

氣

嫛

、

一

等
蠢
支
ヲ
.

f
、
'
觸
當
人
馬
速
f

等
多
、
宿
村
役
人
共
日
夜
苦
心
A
,不
得
止
事
、
別
紙
差
村
帳
I

、
此
段
奉
中

I

時
I

る
I

I

 

一
 

I
 

I
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新
策
時
に
.
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け
.る
品
川
宿
の
._
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5

ハ

o

s

四)

免

肋

_

キ

孪

ゾ

居

外

村

 

一1
:̂
增

高
-;
が
^

3
被

成
>;
.
遠

隔

之

村

|
ー

 

c

諸
道
は
鎭
靜
迄
增
加
助
鄕
ーr

被
仰
付
、
.都
资
多
村
^

_

1

以
、
宿
§

嫩
_

合
、
'御
傅
馬
相
續
仕
度
、'
遮
あ
奉
歎
願
昨
、
何
卒
出
格
之
敗
御4

1

恤
-」

前
□
願
之
通
急
速
は
所
置
被
仰
付
被

.卞
置
昨
様
、
■.乍
恐
■

#

奉
願
上
^

、
：玖
上
、
ノ
； 

i

'

^

t

M

^
p'
'
r
* 

.
'
. 

.

.

. 

!

.

.

.

ぐ
：
. 

'
:
:
*
.

贺
ー
平
.友
配
所
.

ノ
月
， 

.

.
來
海
逍
品
川
描
役
人
惣
代

‘

 

ノ

間

屋

溉

左

衞

' 

門

：
.

..

.
 

.

.

.

.

.

 

•
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■

 
•

 

.
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-
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.

.

.

.

.

.

ン

同

■

交
配
所 

.

',
武
洲
花
原
.郡
同
描
助
鄕
惣
代

.

'.
.

嶽
村
名
主

周

 

藏

.<

同
'.

.

支
配
■所

;

,

 

同
逍
中
川
崎
宿
役
人
惣
代

. 

、
 

,
,
,
間

屋
平

十

郞

同
宿
助
鄕
惣
代

' 

‘

 

•

 

..
 

K
.

支

.配

所

：

同

州

橘

樹

郡

.

•

掘

之

內

村

年

寄

次

郞

兵

衞

'

.

 

右

雨

宿

加

助

鄕

惣

代
■

In
]

.吏
配
所 

同
州
同
郡
呼
村

民
政
御
栽
判
所

名
主

周

次

郞

力くて

t
n 
J

ぁから提した盡村を

^

げ

る

と

次

ぎ
.;(
D

五
.拾

.四

ヶ

村

で
あ

るo

 

.先
づ

す

re
に
助
鄕
に
加
つ
て
ゐ
る
ド
、
な
1
手
明 

き
村
ミ
で
あ
つ
て
、
定
助
鄕
增
村
を
命
ず
べ
I

の
と
し
て
、
豐
島
郡
に
お
.ゐK
(

括
弧
內
は
品
川
宿
ょ
り
の
里
程)

*

高
百
七
拾
九
石
、
中
跪
谷
村(

畫

十

町

)

。'
威
拾
九
‘石
、
上
豐
澤
村(

霊

十

町〕

。
五
拾
四
石
、
下
I

村(

三
十
丁)

。
七
拾
九
布 

i
ll
lr
^

.赃

中

露

村

0

 

一一
 ±

-
0
。

百
五
拾
八
：心
、
上
跪
谷
村(

.三
十
丁)

。，
威
百
六
拾
贰
汩
、
.原
宿
村
；(

奮

：
十

五

丁
)

。

七

拾 

覺
石
、
_

田
村(

暨
11
十
五
丁)

、
四
百
七
拾
石
、
千
駄
ヶ
谷
村(

貴
里
十
八
丁)

0 

菘
原
郡
杧
お
ゐ
て
は

高
f

五
拾
|

、
下
目
黑
村(

十
八
丁)

。
f

四
拾
四
石
、
中

星

村(

S

 
丁)

。
千
I

I
碧

、
上

星

村(

畫

)

°.
三
拾
九
石
、 

碑
文
谷
村C

霞

)

。
四
百
七
石
、
i

(

賢
里
廿
丁)

。
四
百
三
拾
碧
、
上
北
澤
村(

|

廿
丁〕

。
百
f

鱗

、

.寺
領
道
塚
村(

霞
 

=
F
I
J)。

S

不
、
下
中
延
村(

十
八
丁)

。
三
百
八
拾
八
お
、

寺
領
馬
&

村(

廿
五
丁0

;。

.
—

五
.拾
寰
：而
、

f

領
堤
方
村(

廿
八
丁>。

百 

不
、
下
池
>

喇(

卄
八
丁)

。
露
百
贰
拾
八
农
、
久
ヶ
原
村(

愛
里)

:°
三
；
百

四

拾

費

汩

、

德

持

村

(

襞
IP
.)

。
贰
百
三
拾
三
：心
、今
泉
村
i

 

M
V

町)

。
贰
百
贰
拾
贰
而
、安
方
村(

霊

五

丁

)

。
著
七
拾
布
、
小
林
村(

奮

)

。

百
，
七

拾

：る
、

御

園

村

(

憲

)

Q

普

三

拾

：心
、 

連
沼
村(

甘
孕

)

。
六

拾

碧

、
.滋
竹
村(

重
十
八
丁)

。
七
百
八
拾
六
农
、
.北

醫

衬

(

霞

.十
丁)

 
o

.
六
|

，

|

新
I

 

S

 

组
十
八
丁)

。
四
百
七
拾
三
农
、
羽
田
村(

S

)

。
八
扮
七
右
、

.羽
田
獵
師
町(

I

)

。
：百

霧

舊

、
鈴
木
新
田(

f

 )

2
 

五
而
、等
々
力
村(

W

M)

O

五
拾
威
お
、
尾
山
村(

SC
M)

O

七
拾
八
石
、
野
良
田
村(

贰
茁
五
丁)

。

多
摩
郡
に
お
ゐ
：て
は
、

'
_ 

:

以
上
高
九.
千
.¥

九
拾
八
'
石
、

.

.

.

i

i

M

I

 品

一

 

s

 

a
l
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.

.
細
渐
^

時
^

ぉ
け
^
品
川
樹
の
助
鄕 

ー.
.张

八

0

5

>ノ 

さ
ら
に
.無
助
鄉
序
明
き
村
之
で
增
加
助
鄕
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
豐
島
郡
に
お
ゐ
て
は
、

高
贰
百
畫
石
デ
上
落
合
村(

戴
里
半)

。
S

拾

八

石

、

早

稻

；田

':
#(

贰
«

。
.：
••
©

拾
九
石
、
中
顏
村(

贰
思
半
>
。
拾
壹
石
、
關
ロ
町(

戴 

ia)
。

百

九

拾

八

：石

、
：
下

落

合

村

(

g

ia
半)

。
四
拾
三
石
、
市
ヶ
谷
谷
町(

煎
里)

。
六
百
汩
、
柏
木
村(

貳
里
半)

。

'

多
摩
：那
に
.お
ゐ
.て
は
、

高
酉
贰
石
、
柳
久
保
村

(

六
思)

。
六
苜
七
拾̂
5-
1

小
川
村(

{

ハ
：里)

。
:
百
拾
貳
石
、
灼
藤
新
用

(

五
通
半)

':
'

0

百
三
拾
七
布
、柳
久
保
新
田 

(

艽
思
平〕

。.
三
百
贰
拾
七
石
、
■拔
戶
新
田

|
§
|

乎
原(

八
里)

o
r
:百
拾
：石
、
廻
：リ
田
漸
田
ハ
五

s

o

贰
百
贰S

、

關
野
新
阳(

五
胆
五 

丁)

。
.
百
九
拾
六
右
、
扼
野
新
田

(

五
風
十
丁)

。
三
百
威
拾
海
、
：大
沼
田
新
田

0

ハ
里
半

)

。

'
ノ
 

,

以

上

高

三

千

三

西

五

拾

贰

石

、
：前

者

^

合
せ
て
總
高
壹
萬
贰
千
五
百
五
拾
^

で
あ
る
0;
:
;:
'

.

.

.

-■
:

こ
の
歎
願
は
恐
ら
く
許
可
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
し
か
し
そ
れ
はM

の
■助
鄕
範
圍
が
廣
大
で
あ
っ
た
と
！

K

ふ
理
由
か
ら
で
は 

な
く
、
恐
ら
く
當
時
に
お
け
る
こ
れ
等
農
村
の
：賀
狀
が
こ
れ
を
許
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
。
と1

K

ふ
の
は
新
政
府
は
す
で
に
こ
の 

年
の
H

月
に
驛
傅
の
制
を
定
め
て
、「

是
迄
宿
驛
助
.鄕
之
村
々
入
雜
リ
.平
等
ナ
ラ
サ
ル 

一一̂

、
今
般
相
改
、宿
驛
最
寄
次
第
御
预
ヲ
始
メ
、 

K

、
堂
上
方
領
、
社
領
、
寺
領 
一

i

至

ル

迄

、

凡
取
海
道
一
一
七
萬
布
、

中

仙

道

二

三

萬

‘五
千
石
、
.其

餘

脇

街

道

一

一

一

萬

*̂
程
、
高
四
分
勤 

ノ
見
樹
ヲ
以
テ
、
先一

ケ
牢
ノ
間j

圆
助
鄕
ー
ー
組
入
候
事

」
(
「

復
古
記
~

第
六
冊
六
〇
頁
に
從
ふ)

と
令
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
し 

か
し
こ
.の
五
月
の
驛
遞
司
の
制
觉
が
何
等
實
效
を
有
す
‘る
も
の
セ
な
か
っ
た
_こ
.と
は
、
^

述

の

數

囘

の

歎

願

.書

を

以

つ

て

し

て

も

明

か 

で
あ
る
'0
.實
狀
を
無
視
せ
る
空
文
に
.過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
.0

こ
の
年
に
お
け
る
最
後
の
大
通
行
は
九
月
に
お
け
る
策
京
行
幸
にS

：

ふ
も
の
で
、
十
二
.月
京
都
に
還
幸
さ
る
i

時
と
.共
に

、
f
y 

多
く
の
人
馬
を
必
要
と
し
た
。
御
臨
幸
に
伴
ふ
當
分
助
卿
の
必
要
を
.認
め
、
次
ぎ
の
_如
く
觸
出
し
た
:'
°
.

「

今
般 

':

御
臨
幸」

一
付
、
人
馬
多
入
^

間
、
右
繼
立
ニ
限
リ
左
之
村
'
 

取
海
道
品
川
宿
へ
當
分
助
鄕
中
付
間
、
右
宿
役
人
共
^

相
觸
次
第
， 

.
人
馬
無
滯
差
出
可
相
勤
も
の
也

辰
九
月
北
六
日 

民

政

裁

-

所

■

:

武

州

橘

樹

郡

久

本

村

外

九

ケ

村
”

.

同

州

豐

島

郡

下

澀

谷

村

外

五

ケ

村

J, 

附

箋

-.

本
文
村
ミ
之
內
當
宿
丼
外
宿
肋
鄕
等
相
勤
ル村

/
/

ハ
、
殘
高
ヲ
以
可
相
勤
ル
事』

.

さ
ら
に
取
海
道
の
宿
々
に
對
し
て
出
さ
れ
た
達
書
は「

太
政
官
日
認」

に
も
、「

復
古
記」

に
も
記
載
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
こ
、
に
は 

锴
略
に
從
ふ
。
唯
前
記
五
月
の
一
宿
七
萬
石
の
制
度
に
つ
い
て
は
、「

先
般
相
達
昤
來
海
道
助
鄕
一
.宿
凡
七
萬
石
附
屬
可
被
仰
付
箸
之
處
、 

は
多
端
之
折
柄
、
未
タ
は
組
.立
不
相
成
宿
t

も

有

之

、
今

般

御

東

幸

被

仰

出

^

一
一

 

付
^

C
、

是
迄
疲
弊
之
宿
助
鄕
而
已！ 1

芴
ハ
必
至
難
澀 

之
趣
相
聞
^

得
共
、
右
ハ
不
日
新
助
鄕
迖
組
立
出
來
次
第
、
鄉
布
告
之
通
リ
五
月
以
來
之
分
共
、
宿
そ
割
勤
メ
埋
可
被
仰
付
阼
沄
々」

. 

と
述
べ
中
譯
を
兼
、
慰
撫
し
て
ゐ
る
が
、
艰
し
て
こ
れ
を
實
行
し
得
た
か
如
何
か
不
明
で
あ
る
。 

•

(

©

 

r

復
古
記
し
に
こ
れ
等
の
達
書
を「

沿
道
諸
侯
へ
達
書
三
通j

,

と
.し
揭
げ
て
^

る
が
、(

同
書
第
七
册
七
三
四
頁)

、
沿
营
諸
侯
へ
達
し
^
 

も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
ぅ
。
即
ち
同
書
に
は
記
し
て
な
い
が
、
品
川
宿
のr

諸
所
御
用
手
控
帳」

の
寫
を
見
る
と
、
前
記
の
達
書
は
九
月
七
日
付 

で
*「

本
文
之
通
り
觸
出
寫
取
、宿
た
傳
馬
所
え
張
置
"

尙
又
助
鄕
村
I
え
も
早
t
可
申
達
哀j

と
あ
り
、
さ
ら
に
追
書
に
、

『

逍
而
此
觸
爵
早
々
相 

.
廻
し
、
澉
知
之
旨
別
紙
受
書
相
添
、
留
り
々
品
川
宿
へ
相
廻
し
、
夫
ふ
眾
京
會
計
局
^

可
相
返
汴
以
上
“

と
し
、
名
宛
は「

大
津
宿
み
佐
培
路
、

本
坂
越
共
品
川
宿
迄
宿
5
傳
馬
所
役
人
中
卜
と
な
つ
て
名
る
。

雜
新
當
時
に
お
け
る
品
川
猜
の
勘
鄉 

一
五
^

(

三
ー
ヒ
ノ



維
新
當
時
に
お
け
る
品
.川
宿
の
助
鄕 

ー
六
0
 

n
i

ニ
八
ノ 

九
.月
八
日
明
治
と
改
一
兀

.さ
れ
、
同
月
.廿
日
車
駕
.京
都
御
發
辕
、
十
月
十
三
日
東
束
に
著
御
さ
れ
た
。
品
川
宿
に
お
ゐ
て
は
前
^

九
月

廿
六
日
の
.當
分
助
鄕
の
許
可
だ
け
で
は
、：
人
馬
の
不
足
を
感
じ
た
の
：か
：、
.さ
^

迄
十
月
四
'日
付
を
以
づ
て
、
民
政
裁
判
所
か
ら
左
：の
如

く
布
達
し
た 
o
. 

:
 

.. 

.

:

.

1
今
般
就：

;

.

.

 

.

:

.

;'
•
、

'

■/
■
へ
'''.

御
®

、
人
馬
多
入
^

間
、
先
般
品
川
宿
定
加
脚
鄕村

//

當
分
助
鄉
相
觸
置
;̂

處
、
右
村
ミ
キ
為
文
人
馬
引
足
兼
办
ラ
付
、
右
同
割

中
左
之
村
ミ
"

增
當
分
助
鄕
申
付
間
、
右
役
人
共
^

相
觸
次
第
、
'人
馬
無
滯
差
出
、
平
等
割
合
、
遲
參
不
參
無
之
様
可
相
勤
も
の
俞」

SS：

築

本

文

和

相

指

.等
拙
成

_
^

村
.
”

ハ
取
數
近
之
宿
方
べ

.可

.相
勤
事

」

.

「

本
文
村

.

.

く
之
內
、當
宿
种
外
宿
助
鄕
相
勒

#

ル
せ
.と
ハ
淺 

.:
'

 

高
ヲ
以
可
相
勤
琪

 J 

: 

•

:'
;

.
こ
の
助
綃
の
諸
利
名
を
逸
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
こ
の
時
に
ど
の
範
圍
ま
で
摘
大
さ
れ
た
か
解
ら
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
：0
し
か
し
先

，
 

に
驛
綢
司
が
九
月
に
發
し
た
布
吿
の
如
く
定
'助
鄕
だ
け
で
勤
め
：た
わ
け
で
な
く
、
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
*

情
に
應
じ
て
、
そ
の
時
、
そ 

の
場
に
從
つ
て
增
助
鄕
を
し
た
こ
と
、は
、
稿
幕
時
代
と
少
し
.も
變
つ
.た
と
.

ろ̂
は
'な
か
つ
た
の
で
あ
るO

明
治
政
府
は
一
兀
年
三
月
に
海 

內一

般
助
鄕
課
役
.の
令
を
發
し
、一

般
の
公
課
と
す
る
方
針
を
示
し
、
さ
ら
に
前
記
五
M

の
，
.布
達
に
警
具
體
的
に
各
宿
の
助
鄕
高
を 

走
め
た
の
で
は
あ
つ
た
が
、
何
れ
も
實
行
し
得
ず
、
又
何
等
の
改
善
を
も
行
ひ
得
な
か
つ
た
の
で
.：あ
.る
O
V以
上
.'の
幾
囘
の
大
通
行
を
前 

揭
の
こ
の
年
の
人
海
數
と
を
比
敕
し
て
見
る
と
、
そ
の
增
減
の
理
由
が
大
體
解
る

:.
0 

從
つ
て
慶
應
ニ
年
の
墙
助
.鄕
に
お
ゐ
て
見
ら
れ
た
や
ぅ
な
賃
雇
錢
の
滞
納
、
人
馬
未
進
は
依
然
と
し
て
減
少
し
な
い
0

前
揭
品
川
宿 

の
八
W

の
歎
趿
書
に
は
そ
0

滯
納
金
額
を
七
月
造
に
戴
千
兩
餘
と
し
て
.ゐ
る
が
、
.
' .そ

の

額

の

：
正

.否

.は
今
檢
す
る
^.
も
な
い
が

、
.

そ
の
'後 

と
雖
も
恐
.ら
く
增
加
こ
そ
す
れ
"

減
少
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

最
後
に
助
鄕
に
關
し
興
味
あ
る
一
資
料
を
紹
介
し
て
、
こ
の
稿
を
終
ら
ぅ
と
思
ふ
。
そ
れ
は
明
治
1兀
年
九
月
、
品
川
宿
肋
鄕
町
の
一 

つ
で
あ
る
三
田
町
が
正
人
馬
勤
を
希
望
し
て
ゐ
る
文
書
で
-̂
>
る
0
,唯
^

れ
が
下
書
で
あ
り
，、
多
く
書
消
し
が
し
て
あ
つ
て
、
果
し
て
實 

行
さ
れ
た
の
か
如
何
か
は
ょ
く

解
ら
な
い
が
、
雇
賃
錢
.が
か
な
.り
高
ズ
、
か

し

ろ
勞
ヵ
を
提
供
せ
.
^と
し
た
も
^

と

し

て

.有

用

な

一

資 

料
で
あ
る
と
思
ふ
0
'殊
に
そ
れ
が
三
|:
1
-
|で
あ
る
こ
と
は
我
々
'
に
と
<>
ズ
特
に
.興
味
の
：多
い
も
ー
の
で
あ
る
と
思
ふ
0 

「

.
，差
入
^

ニ

'^
之
事

一
品
川
宿
宛
助
鄕
人
馬
勤
方
之
義
、
私
共
町
方
往
古
彳
雇
場
方
唱
、
人
馬
願
賃
錢
1
1笏
勤
來
り
办
處
、
此
度
當
町
方
之
內
、
百
姓
家 

拾
八
軒
之
も
め
、
正
人
馬
相
勤
度
旨
願
出
办
ニ
付
、.
各
方
ね
及
談
判
昨
處
、
示
談
行
屆
、
以
來
當
町
勤
高
之
內
、
百
姓
持
高
八
拾 

四
芯(

筆
紫
附
記
三
田
は
贰
百
笊
拾
四
布
餘〕

之
^

、
正
人
f

I)
爲
相
勤
可
中
外
、
然
武
來
十
月
,

日
割
詰
刻
等
、
無
遲
不
參
、

.
問
屋
役
所
ね
着
到
面
付
差
出
可
申
文
勿
論
、
は
荷
形
輕
重
、
道
法
遠
近
一
一
不
拘
、割
入,1

相
成
卟
は
荷
物
太
切I

ー

爲

相

勤

可

申

^

、 

且
勤
過
不
足
之
義
文
、
平
均
之
.節
藉
引
勘
定
可
致
昨
旨
承
知
仕
卟
、
然
ル
上
完
每
月
勤
日
割
左
之
通
，

.

勤

日

.

ニ
日
明
六
ッ
時
詰
人
足
拾
人
外
—才料豐人

•
五

日

：：
 

：：
同

：斷

し

：
/
 

.

.■
:
-

ン
ぐ

;
.
/
'
.
'

''
.

八

日

.

■

.
同
斷

’

十「

日
暮
六
ッ
時
訪

■

词
斷
ン

十p
i

日

明

六

ッ

姆

詰

P

斷
■

. 

.

十

七

问

\

右
同
斷

維
新
當
時
校
お
け
る
品
.川
宿
のg

鄕

ハ

(

三
一
九
.

)



維
新
常
時H

お
け
る
品
川
，箱
の
助
鄕

 

ー

六

之
C

S
ニ
〇)

二

十

日

慕

六

ッ

時

詰
.

同
-'
:.:
斷 

:.

卄

三

日

，，
明

方

ッ

醫

：同

'
斷
 

:

廿

六

日

治

同

斷

 

咐九日暮六ッ時詰同斷

 

.

賢
ヶ
月
分
Z

人
足
百
人

右
之
通
無
相
違
疋
人
馬
大
切
1
1爲
相
勤
可
申
砟
、
依
之
ー
札
入
置
申
办
段
如
件 

明
治
冗
辰
命
九
月

品
川
宿
汝
役
人>

衆

中

同
助
鄕
は
憋
代

要
す
る
に
維
新
當
時
に
お
け
る
品
川
宿
の
混
亂
と
そ
の
助
鄕
村
々
の
疲
弊
と
は
上
揭
の
諸
文
獻
が
ょ
く
說
明
し
て
ゐ
る
0

明
治
三
年 

二
月
の
驛
遞
改
芷
.を
經
.て
、
陸
遝
會
社
の
設
觉
と
な
り
、
明
治
五
年
八
：月
_

日
.を
限
'

 

諸

道

：の

傳

馬

所

幷

び

に

助

鄕

の

諸

制

度

は

廢 

止
さ
れ
た
？
そ
の
際
品
川
宿
に
お
け
.る
一
切
の
貸
借
は
如
何
處
分
さ
れ
た
か
、
現
#

の
資
料
で
は
明
白
に
な
ら
な
い
0
:
唯
永
年
に
亙
る 

苛
役
か
ら
脫
し
得
た
こ
と
は
そ
れ
等
助
鄕
村
々
に
と
つ
て
多
大
の
歡
窨
で
ぁ
つ
た
こ
と
は
こ
れ
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

;

(

昭
和
十
.ニ
年
一
月
ニ
十
日
稿)

. - ■ ,

; . ' 一 .. 

小 -S
前 年 同 名 S 
腺 見 町  
代 哿 習 主

久 五 新 三

太 古 一 太 

衞

郞 門 郞 夫

ラ
ス
キ

「

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
ノ
發
達

」

：.

、

I

山ar
o
l
d

 

L
a
s
k
i
,

 

T
l
i
e

 

E
-
i
s
e

 

o
f

 

E
u
r
o
p
e
a
n

 

l
i
b
e
r
a
l
i
s
m
'

 

1
9
3
6
.

 

L
o
n
d
o
n
.

■ 

..
 

r

. 

,

.

;加

ぺ

田

. 

' 

哲 

'
.
ニ

•
. s 

■'

.1 

.

ハ
ロ
ル
ド
•
ラ
ス
キ
の「

ョ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
發
達」

.を
紹
介
す
：る
の
に
は
、
多
少
の
理
由
が
あ
る
。
そ
’れ

は

自

由

主

_

に

關

す 

る
解
釋
が
近
來
迤
だ
區
々
で
あ
つ
て
、
何
が
自
由
中
；_

を
意
味
す
る
か
さ
へ
も
、
明
白
で
：な
い
狀
態
だ
か
：ら
で
あ
る
？
そ
の 

ー
ニ
に
つ 

い
て
擧
げ
て
見
や
ぅ
。 

「

そ
の
第
一
は
、
プ
r
.ッ

シ

ズ

ム

の

方

面

.
に

お

け

る

自

由

主

義

觀

で

あ

る
。

フ
ァ
？V

ズ
ム
は
、
そ
の
全
體
主
義
の
立
場
か
ら
、
共
產 

主
義
、
'社
會
生
義
に
反
對
す
る
と
と
も
に
、
自
由
主
義
を
も
排
擊
す
る
。
而
：し
て
.、

そ

れ

は

ま

た

資

本

主

義

に

も

對

立

す

る

が

如

.き

觀 

を
な
し
て
ゐ
る
。
こ
の
：場
合
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
解
釋
で
は
、
自
由
中
：

g

は
資
本
主
義
と
同
.

一

概
念
と
せ
ら
れ
て
ゐ
.■る
。
自
由
主&

の
克 

服
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
の
重
寒
な
使
命
と
し
て
ゐ
る
が
、：

こ
：の
自
由
主
義
の
克
服
'は
、
彼
罅
に
從
へ
ば
、
' 同
時
：に
資
本
主
義
の
克
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