
 

江

戸

時

代

に

繁

栄

し

た

二

九

ヵ

町

か

ら

な

る

高

砂

の

町

並

み

は

元

和

三

年

（

一

六

一

七

）

に

姫

路

藩

主

と

な

っ

た

本

多

忠

政

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た

も

の

で

し

た

。

い

わ

ゆ

る

元

和

の

一

国

一

城

令

に

従

っ

て

高

砂

城

が

破

却

さ

れ

た

あ

と

、

そ

の

跡

地

に

は

築

城

以

前

に

其

処

に

あ

っ

た

高

砂

神

社

が

戻

さ

れ

、

そ

の

周

辺

の

城

地

は

新

た

に

町

割

り

が

成

さ

れ

て

町

人

た

ち

に

屋

敷

地

と

し

て

与

え

ら

れ

ま

し

た

。

そ

の

時

の

「

定

書

」

写

し

が

加

藤

家

文

書

に

残

さ

れ

て

い

ま

す

。 

           

こ

れ

に

は

①

高

砂

の

町

人

を

優

先

し

、

他

所

の

者

へ

は

そ

の

あ

と

に

す

る

こ

と

、

同

じ

屋

敷

地

で

競

合

し

た

場

合

は

く

じ

引

き

に

す

る

こ

と

、

②

屋

敷

地

を

与

え

ら

れ

て

も

家

を

建

て

な

い

場

合

は

没

収

し

て

別

の

者

に

与

え

る

こ

と

、

③

屋

敷

の

分

譲

に

あ

た

っ

て

は

高

砂

年

寄

で

あ

っ

て

も

依

怙

え

こ

贔

屓

ひ

い

き

が

あ

れ

ば

直

訴

す

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

こ

で

注

目

し

た

い

の

は

②

の

内

容

で

、

領

主

は

都

市

建

設

に

あ

た

っ

て

町

人

が

家

を

建

て

商

工

業

を

活

発

に

行

う

こ

と

を

期

待

し

て

い

た

こ

と

が

判

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

法

令

は

同

時

期

の

他

の

都

市

で

も

み

ら

れ

ま

す

。

そ

の

場

合

た

い

て

い

は

無

償

で

屋

敷

地

が

分

譲

さ

れ

て

お

り

、

地

代

収

取

よ

り

も

経

済

機

能

の

充

実

に

目

的

が

あ

り

ま

し

た

。

高

砂

で

は

有

償

で

あ

っ

た

の

か

、

ま

た

毎

年

の

地ち

子し

銀ぎ

ん

が

徴

収

さ

れ

た

の

か

現

在

の

と

こ

ろ

不

明

で

す

が

、

す

く

な

く

と

も

本

多

忠

政

に

よ

る

高

砂

城

の

破

却

と

町

割

整

備

に

よ

っ

て

、

高

砂

が

軍

事

都

市

か

ら

平

和

的

な

経

済

都

市

に

生

ま

れ

変

わ

っ

た

と

言

え

る

で

し

ょ

う

。 

（

高

砂

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員

長 

今

井

 

修

平

） 

た 

か 

さ 

ご 

史 

話 
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近

世

都

市

高

砂

の

成

立

（

２

）

―

本

多

忠

政

の

町

割

り

～

 

 
▲ 「 高 砂 屋 敷 割 定 目 之 事 」  

（『 加 藤 家 文 書 』）  
 


