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ン
ス
ス
ト
ア
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
制
に
近
い
と
言
う
べ
き
か
、

戦
前
日
本
の
地
域
社
会
の
中
で
の
郵
便
局
は
、
各
地
で
郵
便
取

扱
役
と
い
う
公
的
業
務
を
引
き
受
け
た
人
物
が
、
政
府
か
ら
固

定
経
費
を
渡
さ
れ
つ
つ
も
自
分
の
土
地
家
屋
を
使
っ
て
実
質
的

に
独
立
採
算
で
経
営
す
る
、
公
務
員
と
い
う
よ
り
は
自
営
業
者

の
よ
う
な
事
業
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。

日
本
の
銀
行
制
度
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
国
立
銀
行

条
例
制
定
を
元
に
渋
沢
栄
一
を
頭
取
と
す
る
第
一
銀
行
が
一
八 

七
三
年
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
一
八
九
〇
年

代
ま
で
そ
う
多
く
の
銀
行
は
設
立
さ
れ
な
か
っ
た
（
図
）。
一

方
で
郵
便
局
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
郵
便
為
替
制
度
、

一
八
七
五
年
に
は
郵
便
貯
金
制
度
を
開
始
し
て
お
り
、
店
舗
数

の
関
係
も
あ
り
民
間
銀
行
よ
り
い
ち
早
く
幅
広
い
庶
民
へ
の
金

融
制
度
利
用
機
会
を
提
供
し
て
い
っ
た
。

28

多摩の
金融史

は
じ
め
に

連
載
の
テ
ー
マ
は
多
摩
の
金
融
史
で
あ
り
、
郵
便
局
と
言
う

と
金
融
と
は
ま
る
で
関
係
な
い
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
、
郵
便
貯
金
、
郵
便
為
替
、
簡
易
保
険
と
い

っ
た
も
の
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
郵
便
局
も
ま
た
地
域
の
中
で

金
融
機
能
を
担
う
組
織
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ご
納
得
い
た
だ

け
る
も
の
と
思
う
。

郵
便
局
は
二
〇
〇
八
年
に
郵
政
民
営
化
に
よ
り
営
利
企
業
に

な
る
ま
で
、
銀
行
の
よ
う
な
民
間
企
業
と
は
異
な
る
、
国
営
に

よ
る
非
営
利
組
織
だ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
現
在
は
特
定
局
と

呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
一
般
的
な
郵
便
局
は
長
年
、
国
営
の
官
署

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
郵
便
局
の
局
長
に
よ
る
一
種
の
自
営

業
と
し
て
の
事
業
で
も
あ
っ
た
。
現
代
に
お
け
る
コ
ン
ビ
ニ
エ

田
中
　
　
光

明
治
期
の
多
摩
の
特
定
郵
便
局
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そ
も
そ
も
、
一
九
〇
〇
年
頃
ま
で
日
本
の
財

界
人
の
多
く
は
、
個
人
か
ら
の
零
細
貯
蓄
の
収

集
は
コ
ス
ト
に
利
益
が
見
合
わ
な
い
と
判
断
し
、

銀
行
は
預
金
収
集
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
、
そ
も
そ
も
日
本
の
前
近
代
に
は
預
金
と

い
う
金
融
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
預
金
を
金
融

機
関
の
資
金
源
と
し
て
第
三
者
へ
の
貸
付
と
す

る
こ
と
で
信
用
創
造
を
行
う
と
い
う
金
融
の
方

法
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
、
誰
も
そ
の
有

用
性
に
当
時
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

と
は
い
え
二
一
世
紀
現
在
の
日
本
で
は
、
む

し
ろ
銀
行
は
他
の
金
融
機
関
と
預
金
シ
ェ
ア
を

巡
る
競
争
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
普
通
で
あ
る
。
民
間
銀
行
が
富
裕
層
以
外
の

大
衆
か
ら
の
預
貯
金
を
自
ら
の
資
金
源
と
し
て

認
識
す
る
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
い
つ
頃
、
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
も
、
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
全
国
民
的
に
普
及

し
、
日
本
人
全
体
の
貯
蓄
性
向
を
高
い
も
の
に

図　明治期の三等郵便局数と銀行数

注：1882年までの三等郵便局数は五等郵便局数、1905年以降の三等郵便局数には無集配局を含
む。一時的に貯金取扱局数が郵便局総数を超えている時期があるが詳細は不明、臨時取扱局な
どを含んでいる可能性がある。銀行数＝国立銀行＋私立銀行、銀行店舗数＝銀行数＋支店数（た
だし1894年は私立銀行の支店数が不明のため前年度の数値を使用）
出典）統計局『日本帝国統計年鑑』各年度版、郵政省編『郵政百年史資料』第30巻、郵政統計
資料（1968）より作成。
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に
命
じ
て
名
誉
を
与
え
る
、
と
い
う
形
式
に
し
た
。

こ
う
し
た
地
方
の
小
規
模
郵
便
局
、
後
の
特
定
局
は
一
八
七 

三
年
の
時
点
で
既
に
一
二
〇
〇
軒
以
上
に
及
ん
だ
。
こ
の
制
度

が
現
場
で
そ
の
担
当
者
で
あ
る
民
間
人
に
多
大
な
重
圧
を
か
け

て
い
る
こ
と
、
報
酬
が
あ
ま
り
に
も
業
務
負
担
の
量
に
見
合
っ

て
い
な
い
こ
と
は
政
府
も
理
解
し
て
お
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
も

っ
と
給
料
の
高
い
正
規
の
官
僚
が
担
う
べ
き
業
務
量
を
こ
な
し

て
い
る
繁
忙
な
郵
便
局
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
把
握
し
て
い

た
が
、
資
金
の
な
い
明
治
政
府
は
こ
の
名
誉
職
形
式
で
の
郵
便

局
長
の
確
保
を
や
め
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
完
全
に
私
的
経
営
と
し
て
損
失
し
か
な
い
業
務

だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
全
国
各
地
で
誰
も
が
持
続
し
て
郵
便
局

長
業
務
を
担
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
特

定
局
長
は
、
そ
も
そ
も
農
業
や
商
業
な
ど
を
地
域
で
本
業
と
し

て
営
ん
だ
上
で
副
業
と
し
て
郵
便
局
長
業
を
や
っ
て
い
た
。
し

か
し
労
力
と
時
間
を
郵
便
局
長
業
に
多
く
割
く
こ
と
に
な
れ

ば
、
本
業
の
経
営
に
も
支
障
が
出
る
。
副
業
と
し
て
何
ら
か
の

メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
責
任
の
重
い
業
務
を
続
け
る
こ
と
は
難

し
い
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
何
か
ら
の
利
益
や
収
入
が
地
域
の
郵

便
局
長
の
経
営
を
支
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
郵
便
貯
金
制
度
の
成
長
は
無
視
で

き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
全
国
に
設
置
さ
れ

た
小
規
模
な
特
定
郵
便
局
の
経
営
と
そ
の
定
着
は
、
日
本
の
金

融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。

一　

特
定
郵
便
局
制
度
の
誕
生

日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
全
般
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
郵
便

局
が
、
普
及
し
定
着
し
て
い
く
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
、
そ
れ
ま
で
の
飛

脚
や
伝
馬
制
度
を
新
た
に
代
替
す
る
国
営
の
通
信
・
運
輸
事
業

と
し
て
の
郵
便
制
度
が
発
足
し
た
。
こ
れ
は
全
国
に
一
律
で
同

一
の
通
信
・
運
輸
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
な
い
郵
便
局
と
い
う
設

備
を
日
本
全
国
に
設
置
し
、
そ
の
た
め
の
事
務
処
理
や
会
計
事

務
、
金
銭
管
理
が
可
能
な
人
材
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

本
来
な
ら
そ
れ
だ
け
の
設
備
投
資
と
人
件
費
に
は
多
大
な
費

用
が
か
か
る
。
し
か
し
当
時
の
明
治
政
府
新
政
権
は
、
こ
れ
を

民
間
人
材
の
ほ
ぼ
無
給
で
の
任
用
と
彼
ら
自
身
の
私
的
設
備
の

無
償
利
用
と
い
う
形
で
強
引
に
解
決
す
る
方
針
を
取
っ
た
。
代

わ
り
に
こ
の
郵
便
取
扱
人
、
す
な
わ
ち
郵
便
局
長
を
、
準
官
吏
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そ
の
答
え
は
郵
便
局
が
業
務
と
し
て
販
売
す
る
切
手
の
売
上

に
あ
っ
た
。
明
治
の
前
半
期
、
切
手
販
売
額
の
一
割
は
手
数
料

と
し
て
、
特
定
郵
便
局
長
の
収
入
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八 

九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
は
手
数
料
割
合
は
五
％
に
減
額
さ
れ

た
が
、
そ
の
後
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）

年
ま
で
、
切
手
売
上
（
お
よ
び
収
入
印
紙
販
売
売
上
）
に
よ
る

手
数
料
収
入
は
特
定
郵
便
局
長
に
と
っ
て
重
要
な
収
入
源
で
あ

り
つ
づ
け
た
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
郵
便
貯
金

制
度
は
、
当
初
は
そ
の
業
務
取
扱
を
行
う
か
ど
う
か
は
各
郵
便

局
の
任
意
と
さ
れ
て
い
た
た
め
取
扱
局
数
が
な
か
な
か
伸
び
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
政
府
は
取
扱
局
増
加
を
図
り
一
八
七
八
年

に
は
郵
便
貯
金
取
扱
回
数
の
増
加
に
応
じ
て
一
回
ご
と
に
一
銭

の
手
数
料
が
郵
便
局
長
個
人
に
入
る
よ
う
に
制
度
を
設
計
し

た
。
回
数
だ
け
を
対
象
に
す
る
報
酬
で
は
不
正
が
発
生
し
た
の

か
、
一
八
七
九
年
に
は
一
回
あ
た
り
三
厘
、
一
局
に
お
け
る
貯

金
総
額
に
対
し
て
〇
・
二
％
の
手
数
料
を
設
定
し
直
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
郵
便
局
長
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
の

貯
蓄
奨
励
運
動
の
積
極
的
な
主
導
者
、
賛
同
者
と
な
る
道
筋
が

つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

二　

一
八
八
五
年
以
降
の
制
度
改
編
に
よ
る
動
揺

こ
う
し
て
業
務
量
に
見
合
っ
た
給
与
そ
の
も
の
は
払
わ
れ
な

い
ま
ま
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
各
地
域
の
郵
便
量
の
増
加
、
す

な
わ
ち
地
域
経
済
発
展
に
伴
っ
て
増
え
る
通
信
・
運
輸
に
必
要

な
切
手
販
売
額
の
増
加
が
、
局
長
の
個
人
収
入
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
郵
便
局
は
全
国
に
展
開
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
郵
便

制
度
に
関
す
る
様
々
な
制
度
改
編
は
、
こ
う
し
た
地
域
の
現
場

で
の
郵
便
局
の
展
開
に
動
揺
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
な

お
制
度
改
編
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
明
治
政
府
自
体
が
当
時
内

閣
制
度
を
発
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
伴
う
中
央
官
庁
全
体

の
制
度
再
編
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
郵
便
局
を

管
掌
し
て
い
た
官
庁
で
あ
る
駅
逓
局
が
そ
の
動
揺
を
狙
っ
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
制
度
改
編
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ま
で
駅
逓
局
が
自

ら
管
理
し
て
い
た
郵
便
貯
金
の
資
金
運
用
権
限
は
す
べ
て
大
蔵

省
に
移
管
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
の
郵
便
貯
金
の
成
長
と
共
に

巨
大
に
な
っ
て
い
っ
た
資
金
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
財
政
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り
、
こ
れ
が
全
人
口
の
一
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

た
い
。
当
時
の
直
接
国
税
は
多
く
が
地
租
、
す
な
わ
ち
土
地
家

屋
、
不
動
産
資
産
に
対
す
る
税
金
で
な
り
た
っ
て
い
た
。
当
時

の
地
租
は
二
・
五
％
の
た
め
、
直
接
国
税
一
五
円
で
あ
れ
ば
六 

〇
〇
円
以
上
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
の
改
正
に
よ
っ
て
選
挙
権
は
直
接

国
税
一
〇
円
以
上
の
納
入
者
と
な
り
、
当
時
の
地
租
は
三
・
三

％
の
た
め
約
三
〇
〇
円
以
上
の
土
地
所
有
者
を
意
味
し
、
こ
れ

が
全
人
口
の
二
％
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
当
時
の
特
定
郵
便
局
長
が
見
つ
け
て
く
る
よ
う
に

要
求
さ
れ
た
身
元
引
受
人
は
全
人
口
の
二
％
程
度
し
か
存
在
し

な
い
資
産
家
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
そ
の
半
分
に
相
当
す
る

資
産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
郵
便
局
長
自
身
に
要
求
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
資
金
を
有
す
る
郵
便
局
長
と

そ
の
保
証
人
が
、
全
国
津
々
浦
々
ど
の
地
域
で
も
簡
単
に
見
つ

か
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
、
か
な
り
の
困
難

が
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
厳
し
い
条
件
が
課
さ
れ
た
結
果
、
一
八
八
五
年
以

降
一
八
九
〇
年
代
ま
で
、
そ
れ
ま
で
順
調
に
増
え
て
き
て
い
た

郵
便
局
数
は
伸
び
悩
む
ど
こ
ろ
か
減
少
傾
向
に
陥
っ
た
（
図
）。

投
融
資
シ
ス
テ
ム
と
し
て
第
二
の
国
家
予
算
と
も
呼
ば
れ
る
よ

う
な
重
要
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
郵
便
貯
金
が

成
長
す
る
と
は
誰
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

特
定
郵
便
局
制
度
の
安
定
に
も
っ
と
も
動
揺
を
生
じ
さ
せ
た

制
度
改
編
は
、
一
八
八
五
年
六
月
、
す
べ
て
の
郵
便
局
に
対
し

て
郵
便
貯
金
業
務
を
取
り
扱
う
よ
う
に
と
指
令
し
た
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
た
。
全
郵
便
局
で
の
郵
便
貯
金
の
取
扱
の
義
務
化
、

こ
の
政
策
は
一
時
的
に
は
全
国
に
広
ま
っ
た
が
（
図
）、
結
局

の
と
こ
ろ
貯
金
取
扱
を
停
止
す
る
局
の
み
な
ら
ず
廃
業
す
る
郵

便
局
自
体
も
多
数
現
れ
た
た
め
、失
敗
に
終
わ
っ
た
と
言
え
る
。

な
ぜ
な
ら
政
府
は
郵
便
局
へ
の
貯
金
取
扱
の
義
務
化
を
命
じ

る
と
同
時
に
、
郵
便
貯
金
を
取
り
扱
う
の
な
ら
ば
五
〇
円
か
ら

一
五
〇
円
の
現
金
・
土
地
ま
た
は
公
債
に
よ
る
保
証
品
を
政
府

に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
さ
ら
に
は
三
〇
〇
円
以
上
の

土
地
家
屋
を
有
す
る
身
元
引
受
人
を
指
定
し
ろ
と
唐
突
に
郵
便

局
長
に
命
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
の
日
本
経
済
の
中
で
、
こ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
の
資
産
を
要

求
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
時
期
は
少
々
下
る
が
比
較

と
し
て
一
八
九
〇
年
に
行
わ
れ
た
初
の
帝
国
議
会
選
挙
の
選
挙

権
が
直
接
国
税
一
五
円
以
上
の
納
入
者
の
み
に
限
ら
れ
て
お
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な
お
、
当
時
は
企
業
勃
興
と
呼
ば
れ
る
時
期
で
あ
り
、
民
間
銀

行
の
設
立
が
相
次
い
だ
時
期
で
も
あ
っ
た
。
郵
便
貯
金
業
務
取

扱
の
た
め
に
政
府
に
保
証
金
と
し
て
提
出
を
求
め
ら
れ
た
五
〇

円
か
ら
一
五
〇
円
の
資
産
が
あ
れ
ば
、
実
行
可
能
な
民
間
投
資

は
他
に
も
多
彩
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
は
郵
便
局
長
を
辞
め
、
民
間
銀
行
経
営
に
乗
り

出
す
人
材
が
続
出
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
杉
浦
一
九 

八
六
）。
当
時
民
間
に
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た

と
い
う
前
提
が
あ
る
と
は
い
え
、
曲
が
り
な
り
に
も
名
誉
あ
る

職
で
あ
っ
た
郵
便
局
長
が
続
々
と
職
を
辞
し
て
い
く
背
景
に

は
、
政
府
か
ら
現
場
へ
の
状
況
を
理
解
し
て
い
な
い
無
茶
な
金

銭
的
要
求
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
現
場
が
愛
想
を
尽
か
し
た

と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
政
府
は
こ
う
し
た
現
場
の
郵
便
局
長
の
離
脱
に
危
機
感

を
覚
え
た
の
か
、
一
八
八
五
年
九
月
に
は
郵
便
貯
金
に
関
わ
る

経
費
を
局
長
が
私
費
で
補
填
し
た
場
合
に
は
そ
の
資
金
に
利
子

を
付
与
（
年
利
約
一
一
％
）
す
る
な
ど
、
懐
柔
策
を
実
施
し
て

い
る
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
郵
便
局
長
に
は
少
な
く
と
も
、
私

費
を
他
業
種
へ
投
資
す
る
か
、
郵
便
貯
金
取
扱
の
た
め
に
担
保

を
差
し
出
し
て
で
も
郵
便
局
長
業
を
続
け
る
か
を
、
投
下
す
る

資
金
に
対
す
る
利
益
率
ベ
ー
ス
で
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
一
八
八
六
年
に
は
郵
便
局
長
に
対
す
る
年
額
手
当
が

再
設
定
さ
れ
、
繁
忙
と
考
え
ら
れ
る
等
級
の
高
い
郵
便
局
長
に

対
し
て
は
、
最
大
年
額
四
〇
〇
円
の
給
与
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
低
ラ
ン
ク
の
局
長
に
対
し
て
は
月
額

一
円
を
切
る
よ
う
な
給
与
が
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
高
額

給
与
の
可
能
性
の
提
示
は
、
一
部
の
繁
忙
局
の
局
長
を
引
き
止

め
る
た
め
の
釣
り
餌
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
八
九
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
郵
便
局
の
減
少
に
は
歯
止
め

が
か
か
る
が
、
こ
の
間
に
郵
便
局
長
業
に
よ
る
収
入
と
他
産
業

で
の
起
業
・
投
資
に
よ
る
収
入
を
天
秤
に
か
け
た
人
々
が
そ
れ

ぞ
れ
の
道
を
選
択
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

参
考
ま
で
に
一
九
二
〇
年
代
の
局
長
た
ち
（
当
時
は
特
定
郵

便
局
で
は
な
く
三
等
郵
便
局
と
言
っ
た
）
に
よ
れ
ば
、「
従
来

三
等
局
長
と
言
え
ば
、
収
入
と
言
う
よ
り
は
、
其
地
位
に
満
足

し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
来
は
そ
う
し
た
考
え
方
が
少
な

く
な
っ
て
来
た
。
管
内
の
状
況
を
見
て
も
交
通
の
不
便
な
も
の
、

世
の
文
化
に
遠
ざ
か
っ
て
居
る
も
の
程
、
寧
ろ
成
績
が
良
い
、

私
共
偶
々
行
っ
て
見
ま
し
て
も
感
心
に
仕
事
を
や
っ
て
居
る
所
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が
あ
る
。
そ
れ
は
殆
ん
ど
皆
交
通
不
便
な
田
舎
で
あ
り
ま
す
、

漸
次
交
通
便
利
な
処
に
参
り
ま
す
に
従
っ
て
成
績
が
悪
く
な
っ

て
居
る
…
報
酬
が
非
常
に
薄
い
為
め
に
罷
め
る
者
が
多
い
」

（『
特
定
局
大
鑑
』
一
九
五
〇
）
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
等
級
の
高
い
郵
便
局
長
は
給
与
は
高
く
と
も
業
務
多

忙
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
地
域
の
経
済
活
動
が
活
発
で
あ
る
た
め
、

郵
便
局
を
辞
め
て
銀
行
業
な
ど
他
業
種
で
の
起
業
や
投
資
活
動

を
行
っ
た
方
が
経
営
利
益
を
見
込
め
る
状
況
に
あ
り
、
一
方
で

等
級
の
低
い
郵
便
局
長
は
地
域
と
し
て
経
済
活
動
が
活
発
で
な

い
た
め
に
業
務
が
少
な
く
給
与
も
低
く
、
し
か
し
他
の
事
業
で

の
投
資
や
起
業
で
の
成
功
も
望
め
な
い
た
め
に
、
少
な
く
と
も

安
定
し
た
職
で
は
あ
る
郵
便
局
長
業
を
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
時
点
で
の
特
定
局
長
た
ち
か
ら
も
、
郵
便
局
長

業
は
「
居
な
が
ら
仕
事
が
で
き
て
、
所
得
は
少
く
と
も
世
間
体

は
よ
し
、
勤
続
す
れ
ば
位
階
勲
等
も
授
け
ら
れ
て
、
家
に
箔
が

つ
き
、
子
供
の
縁
談
に
も
歩
が
良
く
な
る
、
普
通
な
ら
伜
に
継

が
せ
る
こ
と
も
出
来
る
、
又
人
に
よ
っ
て
は
政
治
関
係
や
世
間

の
イ
ザ
コ
ザ
か
ら
逃
避
も
出
来
る
と
い
う
わ
け
で
、
先
ず
中
流

ど
こ
ろ
で
は
誂
え
向
き
の
仕
事
と
い
っ
た
商
品
価
値
」
の
も
の

で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
他
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の

多
か
っ
た
地
域
で
は
他
業
種
に
人
材
が
流
れ
て
い
っ
た
が
、
費

用
対
効
果
と
し
て
は
相
対
的
に
低
収
入
で
あ
っ
て
も
地
元
で
の

安
定
を
指
向
す
る
地
方
名
望
家
層
こ
そ
が
、
郵
便
局
長
業
を
家

業
と
し
て
残
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

多
摩
の
郵
便
局
の
展
開
と
拝
島
郵
便
局
の
事
例

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
郵
便
創
業
期
か
ら
郵
便
局
の
減
少
期
を

経
て
二
〇
世
紀
に
入
る
ま
で
の
郵
便
局
制
度
確
立
期
、
多
摩
地

域
に
お
け
る
郵
便
局
の
展
開
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。

表
を
見
る
と
、
一
八
八
五
年
に
廃
業
し
た
郵
便
局
は
多
摩
地

域
で
も
複
数
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
突
然
す
べ
て
の
郵

便
局
長
に
要
求
さ
れ
た
金
銭
・
家
屋
の
政
府
へ
の
抵
当
差
し
出

し
は
、
か
な
り
無
茶
な
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
多
摩
地
域
の
事

例
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
公
的
書
類
上
は
廃
止
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
実
質
的

に
何
度
か
廃
業
さ
れ
た
郵
便
局
も
あ
っ
た
。
拝
島
郵
便
局
の
事

例
を
見
て
み
よ
う
。

拝
島
郵
便
局
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
五
月
一
五
日
に
旧
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表　明治期の多摩地域の郵便局の展開

郡 地名 開設年 郵便取扱人名 備考

北
多
摩

府中 1872 矢島九兵衛 戸長、旅籠屋
布田 1872 箕輪十郎右衛門
田無 1872 下田半十郎 戸長

下布田 1873 粕谷有隣 元戸長

小川 1873 小川弥次郎 1875 年廃止、村会議員、小平村人民惣代
（1895 年）、武蔵興業鉄道発起人（1896 年）

砂川 1873 宮崎五百里 1874 年廃止、砂川村長（1890 年）
熊川 1874 （不明） 1875 年廃止
拝島 1875 臼井留兵衛 旧名主、養蚕家
中藤 1878 渡辺市太郎 1879 年廃止
小川 1880 森田蔦吉

上石原 1883 箕輪庫之助
布田 1892 原雄一 町会議員、後に町長
小平 1893 （不明）
立川 1902 中島治郎兵衛 郡会議員、名主・門閥家

国分寺 1908 小柳九一郎 戸倉新田外九カ村戸長、村会議員、
国分寺村長（1897 年）

西
多
摩

青梅 1872 丸山安兵衛
五日市 1872 内山蔵之助 副戸長
氷川 1877 清水庄五郎

箱根ヶ崎 1879 村山為一郎 1885 年廃止
羽村 1896 島田源兵衛 豪農
檜原 1900 吉野郡次 近世期檜原村累代の里長

沢井 1902 小澤太平 三田村村長、沢井村戸長（1879 年）、
青梅銀行頭取（1885 年）

箱根ヶ崎 1905 志村金太郎 荒物商、村会議員（1897 年）
福生 1911 田村幸三

南
多
摩

八王子 1872 川口七郎兵衛 名主、八王子宿の四名家、第 33 区戸長
（1872 年）

日野 1872 佐藤彦右衛門 日野本郷名主
原町田 1872 武藤七郎兵衛 戸長
小野路 1875 細野政篤 村用掛、1885 年廃止、質屋営業（1897 年）
町田 1890 （不明）

小野路 1902 橋本政清
恩方 1902 中島仙助 酒造、村会議員（1897 年）
淺川 1905 鈴木淳一

八王子八幡町 1905 西川定吉 織物業、蚕業・茶製造、寺惣代（1897 年）
出典）近辻喜一「多摩の郵便」『郵便史研究』（第17号、2004年）表１、および山田兼一郎（たましん地域
文化財団）が柴田勇之助『武蔵国三多摩郡公民必携名家鑑』（1897年）などを元に行った調査（2024）か
ら作成
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名
主
で
あ
り
拝
島
戸
長
を
勤
め
て
い
た
臼
井
留
兵
衛
が
郵
便
取

扱
役
を
兼
任
す
る
こ
と
で
開
局
し
た
。
局
舎
は
就
任
の
直
前
五

月
一
二
日
に
完
成
し
た
と
の
こ
と
で
、
自
宅
で
は
な
く
別
途
自

宅
敷
地
内
に
建
屋
を
設
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

臼
井
家
に
は
こ
の
郵
便
局
業
務
の
た
め
に
、
私
費
で
建
物
を
建

設
で
き
る
だ
け
の
資
金
が
あ
っ
た
。

臼
井
家
の
富
裕
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
評
価
が
残

っ
て
い
る
。

先
代
は
幕
府
の
大
奥
に
納
め
る
呉
服
屋
の
総
本
締
で
或
る
時

吉
原
の
大
門
を
締
め
切
っ
て
お
い
ら
ん
を
総
挙
げ
し
配
下
の
者

も
豪
遊
さ
せ
た
と
言
う
程
の
身
代
で
留
兵
衛
さ
ん
の
時
は
す
で

に
下
り
坂
で
あ
っ
た
が
そ
れ
で
も
留
兵
衛
さ
ん
の
嫁
は
長
岡
（
現

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
）
の
清
水
弥
平
次
大
尽
か
ら
来
て
嫁
入
道
中

の
家
々
に
一
軒
残
ら
ず
酒
を
振
舞
っ
た
と
言
う
話
だ
（『
拝
島

郵
便
局
の
百
年
を
語
る
』
一
九
七
五
年
）

一
八
八
三
年
に
は
初
代
局
長
の
臼
井
留
兵
衛
の
息
子
で
あ
る

臼
井
一
郎
が
局
長
職
に
就
任
し
、
一
八
八
五
年
一
一
月
三
〇
日

に
は
拝
島
局
も
郵
便
貯
金
の
取
扱
を
開
始
し
た
が
、
一
八
八
六

年
四
月
一
日
に
は
再
び
郵
便
貯
金
事
務
取
扱
を
廃
止
し
た
。
そ

の
上
、
六
月
一
日
に
は
先
代
局
長
で
あ
っ
た
臼
井
留
兵
衛
が
局

長
に
復
職
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
臼
井
家
の
中
で
ど
う
い
っ

た
判
断
が
行
わ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
郵
便
貯
金
取
扱

に
伴
う
資
産
の
抵
当
差
し
出
し
や
身
元
引
受
人
の
設
定
を
巡
っ

て
、
臼
井
家
の
中
で
改
め
て
郵
便
局
業
務
に
関
し
て
再
考
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

拝
島
郵
便
局
は
一
八
九
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
改
め
て
為
替
・

郵
便
貯
金
事
務
の
取
扱
を
再
開
し
た
が
、
一
八
九
七
年
の
時
点

で
臼
井
留
兵
衛
の
主
要
事
業
は
養
蚕
、
土
地
資
産
は
一
〇
〇
〇

円
（
地
租
二
五
円
）
と
、
か
な
り
の
資
産
家
で
あ
っ
た
。
し
か

し
一
九
〇
七
年
一
二
月
一
七
日
に
は
局
長
臼
井
留
兵
衛
は
高
齢

（
当
時
六
二
歳
）
を
理
由
に
辞
意
を
表
明
し
、
辞
任
し
た
。
こ

の
事
態
に
拝
島
村
の
村
会
で
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
局
が
無
く

な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
議
員
さ
ん
が
心
配
し
た
」
と
い
う
状

況
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
時
点
で
臼
井
局
長
に
よ
る
郵
便
局
業
務
の
遂
行
に
関
し

て
は
、
監
督
官
庁
が
来
て
帳
簿
を
監
査
し
た
際
に
帳
簿
が
合
わ

ず
、
局
近
く
の
荒
物
屋
に
臼
井
家
の
娘
が
行
っ
て
は
小
銭
を
借

り
て
き
て
臨
時
に
凌
ぐ
な
ど
の
杜
撰
な
会
計
事
務
処
理
が
見
ら
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れ
、「
成
績
が
悪
い
か
ら
拝
島
の
局
は
潰
し
て
し
ま
え
と
言
う

こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
悪
評
が
立
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
村
役
場
で
村
会
議
員
が
議
論
し
た
結
果
と
し

て
「
臼
井
留
兵
衛
さ
ん
の
家
で
や
っ
て
居
た
い
こ
と
は
居
た
い

が
」
臼
井
家
の
家
業
と
し
て
そ
の
ま
ま
郵
便
局
業
務
を
行
わ
せ

る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
判
断
に
至
り
、
局
舎
の
変
更
を
伴

っ
て
、
新
た
に
宮
岡
与
吉
が
郵
便
局
長
に
就
任
す
る
流
れ
と
な

っ
た
。

も
っ
と
も
一
九
〇
七
年
末
の
宮
岡
新
局
長
の
就
任
に
新
局
舎

の
建
設
は
間
に
合
わ
ず
、
村
内
の
「
島
田
屋
」
の
一
角
を
間
借

り
し
て
業
務
が
行
わ
れ
た
。
宮
岡
与
吉
の
自
宅
で
と
い
う
動
き

も
あ
っ
た
が
、
そ
の
試
み
は
断
念
さ
れ
た
。
宮
岡
局
長
は
こ
の

後
、
局
長
就
任
か
ら
二
年
も
経
た
ず
に
辞
任
の
意
志
を
表
明
し

た
た
め
、
改
め
て
村
会
議
員
が
村
役
場
に
集
ま
っ
て
後
任
を
誰

に
任
せ
る
か
相
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
宮
岡
与
吉
は
一
八
九
五
年
時
点
で
地
租
一
五
円
以
上

す
な
わ
ち
土
地
資
産
六
〇
〇
円
以
上
を
有
す
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
臼
井
家
ほ
ど
で
は
な
い
が
資
産
家
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
〇
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
拝
島
産
業
銀

行
（
資
本
金
六
万
円
）
の
取
締
役
に
も
就
任
し
て
お
り
、
一
九 

〇
七
年
の
郵
便
局
長
就
任
時
点
で
、
宮
岡
与
吉
は
地
元
の
銀
行

業
と
郵
便
局
長
業
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
兼
業
の
禁

止
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
郵
便
局
長
が
銀
行
役
員
を
兼
ね

て
い
て
も
制
度
上
の
問
題
は
な
い
が
、
郵
便
局
内
で
は
他
業
者

の
預
貯
金
や
為
替
業
務
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
禁
止
規
定
が
あ

っ
た
た
め
、
宮
岡
局
長
の
自
宅
で
郵
便
局
業
務
を
行
う
こ
と
が

断
念
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
の
現
場
で
は
銀
行
業
と
郵
便
局
長
業

が
近
し
い
人
材
、
と
も
す
れ
ば
同
一
人
物
に
よ
っ
て
兼
ね
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
宮
岡
局
長
の
短
期
間
で
の
局
長
辞

任
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
銀
行
業
で
枢
要
な
職
務
に
就
き
う
る

だ
け
の
資
産
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
、
郵
便
局
長
業
よ
り
銀
行

役
員
が
選
ば
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
中
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
六
月
一
日
に
榎

本
亀
太
郎
が
新
た
に
自
宅
を
局
舎
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
拝
島

郵
便
局
は
移
転
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
仕
方
な
く

宮
岡
さ
ん
が
後
を
引
受
け
た
が
こ
れ
も
永
続
き
せ
ず
誰
も
や
り

手
が
無
く
て
拝
島
局
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
騒
ぎ
に
成

っ
た
。
そ
れ
で
村
会
が
集
ま
っ
て
協
議
し
た
結
果
榎
本
亀
太
郎

さ
ん
が
私
が
や
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
た
の
で
拝
島
局
が
無
く
な
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っ
て
し
ま
う
所
を
存
続
す
る
こ
と
に
成
っ
た
の
で
一
同
大
変
嬉

ん
だ
」（『
拝
島
郵
便
局
の
百
年
を
語
る
』）
と
い
う
。
当
時
の

郵
便
局
長
業
は
地
域
の
中
で
、
誰
か
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
重
荷
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

榎
本
亀
太
郎
は
自
宅
の
庭
に
改
め
て
局
舎
を
建
設
し
、
局
内

の
事
務
は
局
長
の
実
子
で
あ
る
榎
本
高
亮
が
担
当
し
た
。
高
亮

は
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
拝
島
局
長
に
就
任
し
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
実
子
良
三
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
こ
の
拝
島

郵
便
局
長
に
就
任
し
て
い
る
。
拝
島
村
で
は
榎
本
家
の
実
質
的

な
家
業
と
し
て
三
等
郵
便
局
長
業
が
相
続
さ
れ
て
い
っ
た
。
た

だ
し
家
族
だ
け
で
す
べ
て
の
局
内
業
務
を
賄
っ
た
の
で
は
な

く
、
初
期
か
ら
事
務
員
雇
人
と
し
て
二
名
が
外
部
か
ら
雇
わ
れ

て
い
る
。

当
時
の
窓
口
取
扱
時
間
は
午
前
六
時
か
ら
午
後
一
〇
時
で
あ

っ
た
と
村
民
に
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、「
時
間
は
あ
っ
た
が
家

の
人
が
内
々
で
事
務
を
取
っ
て
い
た
の
で
か
な
り
永
い
時
間
扱

っ
て
呉
れ
た
」
と
し
て
、
実
質
的
に
営
業
時
間
の
設
定
は
無
い

に
等
し
い
自
営
業
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
榎
本
亀
太
郎
は
一
九
二
一
年
に
局
長
を
辞
し
た
後
、

一
九
二
五
年
に
は
地
元
で
蚕
種
製
造
会
社
で
あ
る
豊
成
館
を
経

営
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
一
八
九
七
年
時
点
で
も
榎
本
亀
太
郎

は
蚕
種
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
地
租

六
円
を
納
税
す
な
わ
ち
土
地
資
産
二
四
〇
円
を
有
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
元
よ
り
榎
本
家
の
本
業
と
し
て
の
蚕
種
製
造
業
が
あ

り
、
そ
の
経
営
の
基
盤
の
上
に
郵
便
局
業
務
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
村
会
議
員
を
勤
め
る
な
ど
村
内
で
の
地

方
名
望
家
的
な
立
ち
位
置
に
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の

の
、
資
産
規
模
の
面
か
ら
見
る
と
そ
れ
ま
で
の
臼
井
家
・
宮
岡

家
と
比
べ
て
相
対
的
に
小
規
模
で
あ
っ
た
。

榎
本
家
に
と
っ
て
の
郵
便
局
長
業
は
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
切
手
販
売
は
ど
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
な
お
、
全
国
民
的
な
貯
蓄
奨
励
政
策
の
一
環
と
し

て
、郵
便
貯
金
で
は
一
九
〇
〇
年
か
ら
切
手
貯
金
と
呼
ば
れ
る
、

台
紙
に
切
手
を
貼
り
付
け
る
こ
と
で
貯
金
が
で
き
る
制
度
が
開

始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
小
学
校
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
幼

い
こ
ろ
に
貯
蓄
習
慣
を
身
に
つ
け
た
当
時
の
子
供
た
ち
は
そ
の

後
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
貯
蓄
の
伝
統
」
と
い
う
も
の
を
築
い

て
い
く
。
と
は
い
え
そ
の
制
度
は
つ
ま
り
、
地
域
の
郵
便
局
長

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
切
手
の
売
上
・
郵
便
貯
金
の
回
数
、
総
額
、

そ
の
す
べ
て
を
上
昇
さ
せ
る
、
手
数
料
収
入
の
二
重
取
り
が
可
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能
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
。

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
生
ま
れ
の
元
拝
島
村
長
和
田
清

秋
が
幼
少
期
の
こ
と
を
回
想
し
て
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

拝
島
郵
便
局
は
一
九
〇
〇
年
の
切
手
貯
金
制
度
開
始
以
降
、
確

か
に
切
手
貯
金
制
度
利
用
の
励
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

私
が
学
校
へ
行
っ
て
居
た
明
治
三
十
四
年
頃
で
す
が
無
駄
使

い
を
し
な
い
で
局
へ
一
銭
も
っ
て
行
っ
て
は
切
手
を
買
っ
て
来

て
い
た
。
学
校
が
終
る
と
局
か
ら
台
紙
と
い
う
の
が
来
て
い
て

一
銭
も
ら
っ
た
の
を
菓
子
を
買
は
な
い
で
そ
の
台
紙
に
は
っ

た
。
二
十
枚
に
な
る
と
通
帳
に
二
十
銭
と
記
入
す
る
。
私
は
余

り
や
ら
な
か
っ
た
が
他
の
生
徒
は
よ
く
や
っ
た
。
当
時
の
貯
蓄

奨
励
で
あ
っ
た
（『
拝
島
郵
便
局
の
百
年
を
語
る
』）

多
摩
地
域
の
郵
便
局
の
廃
止
や
移
転
、
拝
島
郵
便
局
の
こ
う

し
た
具
体
事
例
か
ら
は
、
と
も
す
れ
ば
利
益
度
外
視
の
名
誉
職

と
見
な
さ
れ
て
い
た
地
域
の
郵
便
局
長
も
れ
っ
き
と
し
た
自
営

業
者
の
一
人
で
あ
り
、
地
域
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
な

い
人
達
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
経

営
者
的
な
視
野
こ
そ
が
、
地
域
の
金
融
や
投
資
を
支
え
、
地
域

経
済
全
体
の
活
性
化
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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