
Title 中世都市の發達(一)

Author(s) 三浦, 周行

Citation 經濟論叢 (1921), 12(6): 819-827

Issue Date 1921-06-01

URL http://dx.doi.org/10.14989/127794

Right

Type Departmental Bulletin Paper

Textversion publisher

Kyoto University

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Kyoto University Research Information Repository

https://core.ac.uk/display/39256778?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


鯨
鯉

.鞭

藩論
灘鰐

叢
號 六 夢 巻 二 十 第

行 桜 口 一 月 六 卑 十 五 大

輪
蘭

曲叢

中
世
都
市

の
獲
達

肚
會

的
法

的
経

済
墨
・の
考
察

・

純

理
上

よ
り
見
た

る
財
産
重
課

レ・
理
由

・戦
後

猫
逸

の
肚

會
エ
土
義
運
動
∵

脾
町

込
㎜

潜
俸

の
研
究

・
}説

苑

我
國
農
産
物
生
産

調
査

に
就

い
て

蕾

岩
國
藩

の
制
双
紙
原
料
保
護
政
策

所
得

と
勢
賃

・
雑

録

史
的
唯
物
論
略
解

N
冒
日
①琶

四旨

の
政
治
測
量

労
働

組
合
主
義
攣
頼
…の
傾
向

・

附

録

・

文
學
博
士

文
學
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

三

浦

周

行

米

田
庄

太

郎

神

戸

正

雄

河

田

嗣

郎

法
學
博
士

小

川

郷

太

郎

注
學
博
士

農
學
博
士

経
濟
學
士

経
済
學
士

法
華
博
士

注
學
博
士

法
學
博
士

本
誌
第
十
二
.巻
総
目
録

・
高

岡

熊

雄

吉

川

元

光

堀

纏

夫

河

上

肇

財

部

静

治

河

田

嗣

郎●



経

濟

論

叢

第
十
二
巻

第
六
號

(泓
巻
第
七
+
二
鵬
)

大
正
十
年
六
月
獲
行

訊
轟涌

叢

中

世

都

市

の

蛮

達

(
ご

三

浦

周

行

欧
洲
中
世
の
都
市
が
、
文
化
の
獲
達
に
寄
與
貢
献
し
た
事
の
多
き
は
今
更
呶

々
す

る
迄
も
な

い
が
、
我
中
世
の

都
市
も
、
種
万

の
黙

に
於
て
、
こ
れ
に
類
似
し
て
居

る
。

何
れ
の
邦
国
で
も
、
商
工
業
の
進
歩
せ
な

い
問
の
都
市
は
、
農
村
.の
梢
大
き
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
π
。
我
国

古
代
の
都
市
も
亦
同
様
で
あ

っ
て
、
京
都
で
す
ら
も
、
地
主
や
農
民
が
市
民
の
大
部
分
を
占

め
て
居

っ
た
も
の
で

あ
る
。
中
世
期
一に
入

っ
た
か
ら
ε
て
、
遽
に
此
状
態
の
改
ま
る
べ
き
　筈
も
な
い
の
で
あ
喝
が
、
時
代
の
趨
勢
は
都

市
の
獲
達
を
促
し
て
、
終

に
其
面
目
を

一
新
せ
し
む
る
に
至
つ
だ
。

欧
洲
の
都
市
が
中
世
の
後
期
に
於
て
著
し
い
獲
蓬
を
示
し
た
や
う
に
、
我
国
の
中
世

に
あ

っ
て
も
、
都
市
の
興

胎

叢
.

中
世
都
市
の
嶺
達
(
こ

第
†
二
忠

(第
六
號

一
)

入
一
九

直

・



論
」
叢
」"
.中
帯匹都
由巾
の
鵬蟹
徽煙
(
一
)

第
十
二
巻

(俄
剛由ハ號

二
)

八
一「O

.

隆
は
寧
ろ
.其
後
期
に
顯
著
で
あ

っ
た
。
今
都
市

の
獲
達
か
ら
観
て
中
世
を
一
.期

に
分
け
る
な
ら
ば
、
前
期
は
鎌
倉

時
代
か
ら
凡
そ
室
町
時
代
の
初
期
迄
で
め
つ
て
、
後
期
は
室
町
の
中
世
か
ら
豊
臣
時
代
迄
ε
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

就
中
前
期
は
古
代
都
市
の
名
残
の
街
ほ
失
せ
や
ら
漁
ご
こ
ろ
は
あ

っ
た
が
、
其
中

お
の
ヴ
か
ら
他
日
興
隆
の
基
礎

が
築
か
れ

つ
〉
あ
っ
た
。
そ
れ
は
種
々
の
難
よ
り
槻
察
す

べ
き
で
あ
る
が
、
試
み
に
其
主
な
る
も

の

=

一葱
擧
げ

る
ε
、.

(第

こ
敬
治
的
都
市
の
増
加

中
世
期
に
入

っ
て
か
ら
窟
都
の
外
に
鎌
倉

こ
い
ふ
敬
治
的
都
市
の
新
に
出
現

し
て
、
公
家
政
治
の
首
府

蓬
勤
立
し
て
而
か
も

一
層
優
越
で
あ
り
且
つ
量
れ
ご
別
箇

の
特
色
を
有

っ
た
武
家
政
府

の
首
府
ε
な

っ
た
こ
ε
は
、
最
も
注
意
す

べ
き
重
要
事
.實
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
漁
。
そ
れ
ば
か
ち
で
は
な

い
、
地
方

に
於
て
も
、
元
の
来
寇
が
あ

っ
て
か
ら
、
幕
府
匿
國
防
止
の
必
要
か
ら
、
北
條
氏
の
鎌
親
を
九
州
探
題
や
長
門
探

題
に
任
じ
た
。
殊
に
前
者
の
如
き
は
其
騒
僚
に
鎭
西
評
定
衆
、
鎮
西
引
仕
衆
な
ご
が
あ

っ
て
、
さ
な
が
ら

一
の
小

幕
府
た
る
の
観
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
な

っ
て
か
ら
は
京
都
は
公
家
ざ
武
家
ε
二
重
の
首
府
ε
な
り

鎌
倉
は
最
早
幕
府

の
所
在
地
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ご
も
、
重
大
な
る
委
任
を
受
け
て
、
將
軍
ε
頡
頏
し
、
屡
衝
突

を
楽
し
π
關
東
公
方
の
首
府
で
あ
b
、
此
時
代
に
は
更

に
東
北
に
奥
州
探
題
、
羽
州
探
題
さ

へ
置
か
れ
た
。
是
等

の
探
題
府

の
所
在
地
は
舟
れ
も
政
治
的
都
市
ε
し
て
獲
達
し
π
ご
同
時
に
、
其
商
工
業
も
自
然
に
獲
撰
し
て
相
當

の
成
績
を
繋
ぐ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

隔



さ
り
な
が
ら
是
等

の
都
市
は
も
ε
く

統
治
襟
開
ご
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
縄
濟
的
に
は
清
費
的

幽

都
市

で
あ

っ
た
。
京

都
が
地

方

か
ら
輪

蓬
さ
れ
た
租

庸
調
や
荘

園

の
年
貢
其
他
種

々
の
物
資

の
消
費
地

で
あ

っ
た

こ
ε
は
も

ε
よ
り

で
み
る
が
、
中

世

に
出
來

た
鎌
倉

の
如

き
も

、
多
少

の
生
産

は
め

っ
た

に
し
て
も
、
大
艦

に
於

て
消
費
的

で
あ

っ
た
こ

い

へ
る
。
弘
長
三
年

八
月
鎮

西
乃
貢
運

送
船
⊥
ハ
十

一
艘

が
伊
豆

の
海

に
於

て
漂

濤

し
陀
ご
.

あ

る
は
鎮
西

か
ら
鎌
倉

へ
運
漕

の
海
上

で
の
出
來
畢

ε
思

は
れ

る
の
で

あ
っ
て
、
遠
く
鎭
西
地

方

か
ら

迄
、
斯
く

多
数

の
入
船

が
あ

っ
た
ε
す

る
ε
、
當
時
諸

国

の
物
資

の
盛

ん
に
鎌
倉

に
鹸
…入
し

つ
'＼
あ

っ
た
状

況
を

思
ひ
浮

べ

ら

れ
や
う
。

源
光
存

の
貞
慮

四
年

に
書

い
た
海
道
記

に
由
比

濱

の
光
景

を
目
撃

し
て

「
敷

百
艘

の
舟
こ
も
、

つ
な

を
く

さ
り

て
大
津

の
う
ら

に
似

陀
b
」

ざ

い

っ
て
居

る
の
は
さ
も
あ

る

べ
.き

こ
ご
Σ
想
像

さ
れ

る
。
鎌
倉

の
民
家

に

つ
い
て
同
じ
海

道
記

に

「
千
萬
字

の
宅
、
軒

を
な

ら

べ
て
大
淀

の
わ

た
り

に
こ
ご
な
ら
す
」

ご
書

い
て
居

る
の

臨

、
誇
張

の
嫌
あ

る
に
し
て
も
、
當
塒
地
方

の
守
護

や
主
な

る
御

家
人
も
鎌

倉

に
邸
宅
を

有

っ
て
居
た

が
」
彼
等

を
始

め

ε
し
て
地

方

か
ら
此
他

に
集

る
人
も
決

し
て

少

い
ε
は

せ
な
か

っ
た
.
彼
陸
奥

の
藤

原
氏
が
費

用

を
惜

ま

・

†
貴

重
な

る
工
葱
百
叩
を
京
都

に
跳

へ
た

こ
ε
は
有
名

な
話

で
あ

る
が
、
斯
く
各
地
方

の
物

資

の
こ

》
に
集

る
も
の

玉
多

か

つ
陀

の
は
亦
其

住
民
を
初

め
各
地
方

の
需
、要

者

に
供
給

せ
ん
が
爲

め
で
あ

っ
て
、
庭
訓

在
家

に

「
鎌
倉

之

誂

物
」

ご
あ

る
も
の
が
即

ち

そ
れ
で
あ

っ
た
ら
う
。

.

・

然

る

に
此

種
の
都
市

の
特

色

こ
し
て
は
其
頗

る
専

制
的
色
彩

に
富

ん
で
居

花
こ
ε
を
擧

げ

ね
ば
な
ら

ぬ
。

こ
れ

論

叢

中
世
都
市
の
鰻
蓮
(
一
)

第
+
二
巻

(第
六
號

三
)

入
二
一

1)吾 妻院 弘長三年入 月二十 七日繰



、

論

叢

中
世
都
市
の
獲
遽
(
ご
.

第
+
二
巻

(第
六
號

四
)

入
二
二

も
鎌
倉

に
つ
い
て
い
・へ
ば
、
今
で
も
同
地
に
遊

ぶ
も

の
は
其
北
部
に
幕
府
`
い
ふ
政
廉
や
源
氏
の
氏
神
を
崇

め
陀

鶴
岡
八
幡
宮
を
中
ぜ心
ε
し
て
鎌
倉

の
五
山
以
下
の
主
な
る
寺
院
が
東
西
に
朋
翼
を
張

っ
て
居
る
を
見
受
け
る
で
あ

ら
う
。
商
業
匠
域
は
大
町
か
ら
材
木
座

へ
か
け
て
の
東
南
部
に
あ

っ
て
、
海
道
記
に
も

「
東
南

の
角

一
道
は
舟
楫

の
津
、
蘭
質
の
商
人
、
百
族
に
ぎ
は
ひ
」
云
々
ご
見
え
る
。
為
、の
材
木
座
の
海
岸
は
當
塒
船
舶
輻
輳
の
地

で
あ

っ

て
、
貞
永
元
年

に
着
岸

の
煩
を
除

か
ん
が
矯
め
、
往
阿
彌
陀
佛
が
勧
進
上
人
こ
な

っ
て
築
き
上
げ
た
和
賀
江
島
購

い
つ
し
か
崩
壊
し
去

っ
た
け
れ
ご
も
、
共
遺
蹟
は
今
街
ほ
干
潮
時
に
於
て
波
打
際
に
隠
見
し
て
居

る
。
此
埠
頭
に

近
く
商
店
の
.櫛
比
し

こ
`
は
地

の
利
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
而

か
も
此

一
.歴
劃
に
限
ら
れ
た
の
は
幕
府

の

都
市
計
壷
か
ら
も
來
て
居
た
。
是
等
の
市
場
は
も
ε
は
市
内
の
各
地
に
散
在
し
て
居

た
も
の
ε
見
え
る
が
、
幕
府

は
其
弊
を
認
め
て
、
建
長
三
年
に

一
定
の
商
業
地
域
を
限
り
て
彼
等
の
管
業
を
許
し
、
其
他
の
場
所
に
於
て
す

る

こ
蓬
を
厳
禁
し
セ
の
で
あ
る
。
是
塒
に
措
定
さ
れ
旋
の
は
、

・

大
町

小
町

米
町

編
谷
辻

和
賀
江

大
倉
辻

乗
飛
知
坂
山
上

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
西
部
の
墾
谷
辻
、
乗
飛
和
坂
山
上
や
北
部
の
大
倉
辻
も
交

っ
て
居

る
。
其
後
文
永
二
年
に

又
市
場
の
散
在
に
つ
い
て
幕
府
の
禁
令
が
出
で

、
、

.

大
町

・小
町

魚
町

穀
町

武
蔵
大
路
下

須
知
賀
江
橋

大
倉
辻

ヨ

に
限
ら
れ
だ
。
穀
断

は
帥
ち
米
町
で
あ
る
。

前
後
多
少
の
攣
邉
が
あ
り
。

こ
れ
に
も
大
倉
辻
の
外
須
知
賀
江
橋

2)吾 妻鏡建長 三≦1三十二 月三 口條

3)同 書文永二 年三月 五 日條
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,

〔筋
違
橋
ど
も
)
の
如
き
梢
北
寄
り
の
方
面
も
な
い
で
は
な

い
け
れ
こ
も
▼
両
者
に
通
じ
て
東
南
部
の
地
方
が
大
多

数
を
占
め
て
居

る
こ
ε
は
注
意
す

べ
き
で
あ
ら
か
。
幕
府

の
干
渉
は
更
に
商
店
の
構
造
に
及
ん
だ
。
即
ち
無
制
限

に
是
等

の
商
店
を
構

へ
る
爲
め
次
第
に
道
路
を
狭
め
る
に
至

っ
た
も
の
ご
見
え
、
寛
元
三
年
に
幕
府
は
保
司
奉
行

入
に
命
じ
て
こ
れ
を
取
締
ら
せ
π
が
、
其
後
文
永
二
年
に
も
商
店
を
構

へ
る
爲
め
に
道
路
を
破
壊
す
る
こ
ε
を
禁

ひ

じ
地
奉
行
人
に
命
じ
て
保

々
に
達
せ
し
め
て
居
る
。
地
奉
行
人
は
市
中

の
取
締
に
任
す

べ
き
職
務
で
あ

っ
て
、
保

司
は
最
小
行
政
匝
幾

た
る
保
の
長
ε
見
え
る
。

'

商
品
に
つ
い
て
も
幕
府
は
監
幌
の
眼
を
光
ら
せ
て
居
た
ら
し
く
、
建
長
四
年
に
は
鎌
倉
中
に
沽
酒
を
禁
じ
て
居

る
%
常
時
の
調
査
に
擦

る
ε
鎌
倉
中
に
は
三
萬
七
千
二
百
七
十
四
口
こ
い
ふ
移
し
い
酒
壷
が
あ

っ
た
が
、
幕
府
は

懲

に

一
屋

一
壷
の
制
限
の
下
に
こ
れ
を
許
し
て
其
他
の
造
酒
を
禁
じ
、
鎌
倉

中
は
も
ε
よ
り
諸
國
に
至
る
強
酒
の

萱
買
を
禁
じ
て
仕
舞

つ
た
。
其
理
由

ε
し
て
は
明
記

さ
れ
把
も
の
は
な

い
が
、
同
年
は
旱
魃
の
爲
め
稻
の
不
作
を

.

.來
し
た
事
實
が
あ
る
か
ら
米
を
原
料
ε
す

る
.酒
の
醸
造
を
制
限
し
π
こ
ε
は
江
戸
時
代
の
立
法
に
徴
し
て
も
推
知

さ
れ
る
。
其
他
和
賀
江
津
で
費
る
材
木
の
丈
が
短
く
て
建
築
用
材

に
適
せ
漁
爲
め
、
適
當
の
寸
法
を
定
め
て
、
不
足

の
も
の
は
没
牧
を
命
じ
セ

こ
巴
も

あ
る
。
.商
人
の
撒
に
劃
す
る
制
限
ε
し
て
は
、
寳
治
二
年
に
幕
府
が
鎌
倉
の
商

わ

入

の
式
敷

を
定

め
さ
せ
た

こ
ε
が
見
え

る
。
所

謂
式

敷

に
つ
い
て
は
定
説

が
な

い
が
、
私

は
商
業

の
座

に
關

係
あ

る
も

の
で
あ
ら
う

ε
思

ふ
。
鎌
倉
幕
府

の
政
策
は
質

素
倹
約

の
奨

働
・で
あ

っ
だ
。
將
軍
直
轄

の
武

士

た
る
御

家
人

談

叢

中
世
都
市
の
蛮
達
(
一
)

第
十
二
巻

(第
六
親

玉
)

入
二
三

「

4)
5)

6)
7)

吾妻鏡 寛元三年 四月二†二 日條

同書…文永 二年三 月.二十五 日條

同書建長四年九月三 日條及十月十六 日條r

同書寳治二年四月二十 九 日條



¶

論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
二
)
.

第
+
二
巻

(第
六
號

六
)

八
二
四

に
倹
約
を
勤

め
た
こ
ε
は
吉
ふ
迄
も
な
い
が
、

一
般
牛
民
ε
て
も
違
犯

し
た
も
の
は

こ
れ
を
寛
容
す

べ
き
で
な
い

幕
府
が
建
長
五
年
の
新
制
を
濫
行
し
て
、
關
東
御
家
人
ざ
共

に
鎌
倉
居
住
人
の
過
差
を
禁
じ
た
る
が
如
き
は
且
2

適
例
ぜ
謂
ふ

べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
商
人
は
時
好
葱
追
う
て
動
も
す
れ
ば
奢
侈
の
風
を
そ
Σ
る
が
如
き
行
爲
に
出

で
る
も
の
で
め
る
か
ら
、
幕
府
は
商
業

に
徒
事
す

べ
き
も
の
Σ
員
敷
を
制
限
し
て
消
極
的
に
其
防
止
に
務
め
だ
こ

ご
N
解
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
商
品
の
傾
柊
に
つ
い
て
は
.こ
れ
よ
り
以
前
に
も
朝
廷
の
肚
會
政
策
に
關
す
る
善
政
の

一
つ
ε
し
て
沽
儂
の
没
を
定

め
ら
れ
る
こ
ど
は
あ
つ
陀
が
、
幕
府
も
こ
れ
に
倣

っ
て
物
債
の
騰
貴
し
た
場
合

一
定

の

の
償
絡
を
定
め
て
其
調
節
を
圖

つ
た
こ
ε
が
あ
る
。

是
等
の
干
渉
は
既
に
古
代
の
都
市
に
加

へ
ら
れ
た
も
の
も
な
い
で
は
な

い
け
れ
ご
も
、
又
新
に
加

へ
ら

れ
紀
も

の
も
あ
っ
て
、
而
か
も
武
家
戎

に
其
制
裁
は
頗
る
武
断
的
で
あ
る
こ
ε
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
濾
。
こ
れ
で
は
経
済

的
よ
り
都
市

の
獲
達
を
阻
礙

こ
そ
す
れ
、
助
長
す

る
こ
ど
は
塗
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
皮
相

の
観

察
に
過
ぎ
澱
。
菓
　府
が
、斯
る
干
渉
を
加

へ
た
こ
ε
は
取
り
も
直

さ
す
商
業
の
殷
賑
の
反
影

で
あ

っ
て
、
此
時
代
に

は
商
取
引
#
商
業
の
進
歩
の
観

る
べ
き
も
の
が
な

い
で
は
な
か
っ
た
。

(第
二
)商
業
の
進
歩

幕
府
が
鎌
倉

に
置
か
れ
て
か
ら
、
東
西
の
交
渉
が
顕
繁
に
な

っ
て
來
た
の
で
、
其
間

新
ら
し

い
宿
騨
が
澱
け
ら
れ
て
、
交
通
の
便
は
欄
け
、
通
信
の
速
達
は
期
せ
ら
れ
た
。
其
商
業
上
に
及
ぼ
し
陀
好

影
響
は
改
め
て
吉
ふ
迄
も
あ
る
ま
い
。

旬 吾妻鏡建 長:五年九月+六 日條

同書建長 五年 十月十一 日條



,

當
時
爲
替
手
形
の
流
通
し
て
居

っ
た

こ
ε
は
注
意
す

べ
き
こ
ε
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

の
。
即
ち
銭

の
爲
替
を
替
銭

ε
い
ひ
・
.米
の
爲
替
碁

蒼

い
つ
て
・
共
に
「
エ

・
」
蕊

ひ
・
手
形
輪

穿

い
っ
た
・
割
符
屋
は
・
量

轡
業
窪
し
た
も
の
で
あ
る
、
鎌
倉
で
替
銭
を
取
組
ん
で
京
都
で
受
取
る
が
如
き
手
形
の
現
存
し
て
居
る
の
を
見
れ

ば
其
圓
滑
…な
る
流
通
を
偲
ば
れ
る
。

而
か
も
こ
れ
に
支
彿
期
限
や
期
限
内
に

支
彿
は
な

か
つ
元

場
合

の
賠
償
額

や
爲
替
の
利
子
を
明
記
し
て
あ
る
な
ご
は
何
れ
も
其
獲
蓬
の
程
度
を
ト
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
幕
府

の

奨
踊
も
與

っ
て
力
が
め
っ
た
ら
う
ε
思
は
れ
る
℃
幕
府
は
永
仁
五
年
の
徳
政
に
於
て
債
務
を
免
除
し
た
け
れ
こ
も

此
爲
替

に
限
っ
て
(利
子
を
附
し
た
も
の
さ

へ
も
)
こ
れ
を
適
用
せ
な
い
こ
ざ
N
し
π
。
後
に
は
利
子
丈
は
認
め
ぬ

こ
ε
に
改

め
、
縦
ひ
手
形
面

に
利
子
を
支
彿
ふ
こ
ε
が
記
さ
れ
て
居

っ
て
も
、
其
義
務
を
履
行
せ
ん
で
宜
し
い
こ

芝
＼
し
π
ご
は

い
ひ
な
が
ら
、
爲
替
を
普
蓮
の
貸
借
關
係
ピ
異

つ
π
も
の
ε
看
做
し
て
こ
れ
を
保
護
し
た
こ
ε
を

認

め
ね
ば
な
ら

澱
。
.
そ
れ
が
叉

一
般

の
商
取
引
の
敏
活

に
寄
興
し
た
こ
ご
の
多
か
つ
π
の
は
言
ふ

迄
も
あ
る
ま

、

。の

し

商
業
の
座
は
常
時
術
ほ
獲
達
の
道
程
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
に
も
述

べ
た
鎌
倉
の
商
業
地
域
に
於
て
、
米

町

・魚
町
な
ご
の
名
構
は
や
が
て
其
米
商
・魚
商
の
瞥
業
旺
叢
を
指
し
て
居

る
。

こ
れ
を
又
前

の
幕
府
が
鎌
倉
中
の

商
人
の
式
敷
を
定
め
さ
せ
π
事
實

に
照
ら
し
合
せ
f、
考

へ
る
ε
、
そ
れ
が
輩
な
る
米
商
、
魚
商
の
人
数
を
推
し
た

■

,

も

の
で
は
な
く

、
彼

等

の
間

に
は

一
種

の
組
合

が
成

立

っ
て
居

た
が
、
幕

府
は
無
制
限

に
組
合

員

の
増
加
を
来
す

論

叢

中
世
都
市
の
獲
蓮
(
こ

第
十
二
巻

(蒐
大
鵬

七
)

八
二
五

9)手 出著 法 制1史の 研 究p.914-17

『

」



、

圃

談

叢

中
世
都
市
の
旗
蓬
(
一
)

第
†
二
巻

(第
六
號

八
)

八
二
六

の
弊
を

思
う
て
、
其

員
数

を
制
限

し
だ
も

の
ε
見

る

べ
き
で
、
そ
れ
が
式
敷

で
あ
ら

う

ご
思
は

れ
る
。

常
時
は
米

座

ご

い
ひ
魚
座

ξ
,
い
ふ
が
如

き
座

の
名

構
を
用

み
な

か

っ
た
け
れ
こ
も

、
實
質

上

か
ら

い

へ
ば
、
矢
張
座

を
申

し

て
差
支

な

い
程

の
も

の
が
既

に
形
成

さ
れ
て
居

っ
た

で
あ
ら
う
。

(
第
三
)
肚
寺

の
保
護

中
世

初
期

の
都
市

を
回

顧
す

る
に
當

っ
て
そ
れ
ら

の
都
市
若

し
く
は
市
民

ε
肚
寺

`

の
關
係

の
是
迄

に
な

く
密
接

に
な

っ
た

こ
ε
を
見
遁

す
鐸

に
は
行

か
漁
。
南

都
北
嶺

を
始
め

ε
し

て
主
な

る
寺

院

ノ

や
神
砒

の
激
界
よ
り
俗
界

に
か
け
て
の
勢
力
は
荷
ほ
頗
る
旺
盛
で
あ

っ
て
、
興
福
寺
の
如
き
は
大
和

一
団
を
其
勢

圏
内
に
置
き
、
全
國

一
般

に
置
か
れ
た
守
護
・地
頭
を
も
、
大
和
.に
隈
.つ
て
除
外
例
ぜ̀
・す
る
こ
ざ
を
幕
府
に
承
認

さ

せ
た
の
で
あ
る
。
.此
勢
力
は
直
接
間
接

に
都
市
及
び
其
住
民
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
港
濁

の
關
視
の
収
入
が
主
な

る
肚
寺

に
寄
附
さ
れ
て
其
雑
事

の
管
理
に
締
し
た
の
も
此
期
間
に
目
立

っ
て
見
え
る
現
象
で
あ
る
。
兵
庫
、
渡
邊
、

棘
崎

の
三
箇
津
の
東
大
寺
に
於
け

る
圃
敦
賀
津

の
西
大
寺
、
醍
醐
寺
、
祇
園
肚
に
於
け
る
司
皆
そ
れ
で
あ

っ
た
。
是

等
は
商
船
か
ら
納
め
る
目
銭
遣
か
升
米

(
例

へ
ば
升
米
は

}
石
毎
に

一
升
、
其
他
の
貨
物
は
百
分
の

　
な
ご
の
割

珈

.

合
で
)
を

一
定
の
期
間
内
〔五
箇
年
こ
か
⊥
ハ
箇
年
ε
か
)肚
寺
の
造
替
料
等
馬
寄
附
す

る
も
の
で
あ

る
が
、
期
限
後

の
織
綾
を
も
妨
げ
な

い
の
で
あ

っ
た
か
ら
東
大
寺
の
兵
庫
關
の
如
き
は
殆
ご
其
寺
領

の
親
を
呈
し
て
居
た
。
京
都

の
市
民
が
朝
廷
め
一諸
司
諸
衛
の
雑
色
人
、
諸
官
諸
臣
の
召
使
出
納
者

の
名
の
下
に
椹
門
勢
家
に
厨
し
て
專
賞
啓
業

'

拗

の
特
権
を
與

へ
ら
れ

つ
＼
あ

っ
た
こ
ε
は
既

に
古
代
に
見
え
て
居

る
が
、
此
時
代
に
は
京
都
の
土
倉
酒
屋
業
者
が

、

10)

11)
12)
13)

東大寺 交書

西大寺文書

西大寺 文書 正和五年閏十月十五 日院宣

ヨ≡生官務家交 書 ・



'

燭

山
門
に
厩
し
て
其
公
人
若
し
く
は
日
吉
の
神
人
等
の
名
を
假
り
債
務
者

を
歴
追
し
て
瞥
業
の
安
全
を
圖

つ
た
。
彼

等
が
大
山
崎
八
幡
宮

の
在
京
神
人
の
名

に
於
て
、
紺
紫
薄
打
酒
麹
の
販
萱
を
専
業
ざ
し
て
商
品

に
罰
す
.る
關
税
其

他
租
税

の
鬼
除
を
受
け

つ
、
あ

っ
た
の
も
亦
同
様
で
あ
る
。
彼
等
の
肚
寺

に
於
け
る
は
荘
園
の
本
所

ご
同

一
の
系

統
に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
向

っ
て

一
定
の
納

め
物

(例

へ
ば
大
山
崎
神
人
の
場
合
は
八
幡
宮
内
殿
の

燈
油
を
全
部
負
捲
す
る
の
で
あ

る
)
ε
共
に
、
從
腸
關
係
が
成
立

っ
て
其
保
護
を
享
受
す

る
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
。
私
は
商
工
業
の
座
の
起
源
を
肚
寺
に
露
す
る
學
説

に
反
封
ず
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
さ
り
ご
て
座

の
獲
達
が

肚
寺
の
保
護
ε
密
接
の
關
係
の
め
っ
た
こ
蓬
を
否
認
す

る
も
の
で
は
な

い
。

14)
15)
16)

建武以来追加

離宮八幡宮女雷
同文書

論

叢

中
世
都
市
の
腰
達
(
ご

鶴
川
十
二
巻

(
摺用
⊥ハ
號

九
)

八

二
七


