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寺内町の構造と展開（脇田）

一
【
醤
実
世
紀
呆
斎
忌
が
課
す
・
中
に
あ
・
て
・
寺
内
町
の
乗
あ
っ
た
・
・
薪
・
れ
て
い
・
3
三
で
は
そ
の
成
手
お
い
て
・
一

　
住
罠
の
惣
的
結
合
を
母
胎
と
し
た
寓
田
林
な
ど
の
存
在
に
注
目
し
、
そ
の
構
造
を
分
析
し
た
。
か
か
る
小
都
市
の
成
立
は
、
先
進
地
域
農
民
経
済
の
発
展
を
　
　

一
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
早
く
も
一
七
世
紀
前
半
に
は
在
郷
町
と
し
て
、
こ
れ
を
申
心
と
す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
市
場
圏
を
展
開
し
、
幕
藩
封
建
制
を
動
揺
　
｝

　
室
町
末
期
・
近
世
初
頭
、
急
速
に
発
展
す
る
都
市
の
中
に
、
寺
内

町
と
よ
ば
れ
る
特
殊
な
一
群
が
存
在
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
そ
の
中
心
で
あ
る
石
山
本
願
寺
は
も
と
よ
り
、
各
地
寺
内
町
の

具
体
的
内
容
も
牧
野
信
之
助
氏
の
先
駆
的
な
業
績
に
よ
り
紹
介
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
其
後
寺
内
町
の
研
究
は
必
ず
し
も
活
綴
で
は

　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
①

な
い
が
、
大
和
今
井
・
哀
州
貝
塚
・
河
内
大
ケ
塚
な
ど
に
は
す
ぐ
れ

た
研
究
・
紹
介
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
従
来
の
研
究
は
、

寺
内
町
が
真
宗
寺
院
を
中
心
に
人
為
的
に
建
設
さ
れ
た
都
市
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
内
部
構
造
を
追
求
さ
れ
た
竜
の
で
あ
っ
た
が
、

尚
多
く
の
解
明
す
べ
き
問
題
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
小
論
で

は
典
型
的
な
寺
内
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
富
田
林
を
中
心
に
、
比

較
的
史
料
の
豊
富
な
近
世
側
か
ら
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

　
　
⑤

考
え
る
。
そ
の
際
、
寺
内
町
が
都
市
発
展
上
に
占
め
る
位
置
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
、
寺
内
町
の
性
格
と
そ
の
商
晶
経
済

の
上
に
果
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

①
牧
野
信
之
華
氏
「
中
世
末
寺
内
町
の
発
達
」
土
地
及
び
聚
落
史
上
の
諸
問
題

（1）ユ



②
永
島
福
太
郎
氏
「
・
今
井
氏
及
び
今
井
町
の
発
達
」
社
会
経
済
史
学
一
〇
巻

　
一
琴

③
福
尾
獄
市
郎
氏
「
近
世
寺
内
町
の
性
質
」
紀
元
二
六
〇
〇
年
史
学
論
交
集

　
弼
　
　
氏
「
封
建
再
編
成
期
に
お
け
る
集
落
自
治
の
一
様
相
と
そ
の
変

　
貌
に
つ
い
て
」
史
学
研
究
五
八
号

　
同
氏
　
監
修
『
員
塚
市
史
』

④
野
村
豊
氏
『
近
世
庶
民
史
料
』
『
河
内
石
川
村
学
術
調
査
報
告
』

　
な
お
従
来
の
都
市
研
究
書
に
は
す
べ
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
地
理
学
の

　
方
か
ら
藤
岡
謙
二
郎
氏
「
寺
内
町
の
性
格
」
人
文
地
理
一
号
が
あ
る
。

⑤
蜜
田
ぼ
杯
に
つ
い
て
は
、
牧
野
氏
の
研
究
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
嘗
近
『
富
田

　
　
林
市
誌
』
が
出
て
、
中
世
末
期
の
惜
…
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
来

　
の
研
究
と
同
様
京
都
興
正
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
原
本
に
接

　
し
て
い
な
い
の
で
、
杉
山
孝
子
一
塁
文
書
に
よ
っ
て
分
析
を
お
こ
な
う
。

　
成
立
当
初
の
情
況
に
つ
い
て
は
『
集
合
』
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

　
尚
脅
田
濁
林
子
妨
【
は
京
都
堀
川
の
寛
ハ
宗
興
正
謀
り
派
本
山
興
正
山
守
の
別
院
と
な

　
つ
て
お
り
門
跡
兼
帯
寺
院
で
あ
っ
た
。

一
　
寺
内
町
と
自
治
組
織

　
寺
内
町
は
云
う
迄
も
な
く
真
宗
寺
院
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
都
市

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
城
下
町
的
性
格
と
門
前
町
的
特
色
と
を
併
有
」

し
て
い
た
と
さ
れ
、
従
っ
て
御
坊
を
領
主
と
し
て
推
戴
す
る
城
下
町

的
都
市
と
も
云
ん
る
が
如
く
で
あ
る
。

　
石
山
本
願
寺
に
関
す
る
限
り
、
愛
護
七
年
頃
を
境
に
本
願
寺
は
年

貢
・
本
役
・
地
子
の
収
納
権
を
確
保
し
、
寺
内
の
検
断
権
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

下
地
進
止
権
を
も
有
す
る
交
字
通
り
の
領
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他

の
寺
内
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
様
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
体

寺
内
町
の
成
立
に
は
①
寺
院
側
の
完
全
な
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
（
石
山
・
山
科
な
ど
）
②
有
力
土
豪
・
大
名

の
寄
進
・
門
徒
化
に
よ
る
も
の
（
今
井
。
城
端
な
ど
）
③
門
徒
集
団
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
る
買
得
井
に
一
定
区
域
の
占
拠
（
貝
塚
・
富
田
林
な
ど
）
と
、
そ
れ
ぞ

れ
成
立
の
主
導
権
が
異
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
御
坊
と
寺
内
町
住
罠
」

と
の
関
係
も
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
所
で
こ
こ
に
主
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
河
内
。
和
泉
に
中

世
末
成
立
し
た
寺
内
町
は
、
い
ず
れ
も
第
三
類
型
、
す
な
わ
ち
門
徒

集
団
一
－
1
こ
の
場
合
惣
的
結
A
口
を
し
て
い
る
ボ
ー
に
よ
る
積
極
的

な
寺
内
町
建
設
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
い

す
る
。
慶
長
十
五
年
の
一
件
以
来
、
名
実
共
に
封
建
領
主
と
し
て
惣

中
を
支
配
し
た
貝
塚
御
坊
で
竜
、
成
立
期
そ
の
住
職
ト
半
斉
県
勢
は

「
其
本
姓
ノ
貴
キ
ト
才
徳
ノ
高
キ
ト
ヲ
尊
ン
テ
長
ト
ス
」
（
寺
府
基
立

書
）
と
形
式
的
な
中
心
と
し
て
招
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
r

大
ケ
塚
も
ま
た
永
禄
十
一
年
信
長
に
よ
る
根
来
追
討
の
結
果
、
根
来
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衆
は
退
散
し
た
が
、
そ
の
時
「
村
老
た
る
者
会
談
し
て
後
に
残
り
大

ヶ
塚
を
守
」
り
、
顕
証
寺
証
淳
に
よ
っ
て
そ
の
末
寺
と
な
っ
た
も
の

ぞ
、
こ
こ
ぞ
は
明
ら
か
に
住
昆
側
の
積
極
的
な
意
図
が
働
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

富
田
林
の
成
立
は
、
永
禄
元
年
興
正
寺
第
十
六
世
証
秀
上
人
の
開
基

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
り
、
当
時
の
領
主
よ
り
百
貫
文
で
買
得
さ
れ
た
莞
地
上
に
建
設

さ
れ
た
。
そ
れ
は
周
辺
四
ケ
村
（
毛
人
士
・
中
野
・
山
導
田
・
新
堂
）
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
二
名
宛
出
た
有
力
農
民
H
年
寄
八
人
衆
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
、

整
然
た
る
町
割
を
も
つ
圏
郭
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

富
田
林
の
動
向
は
か
か
る
第
三
類
型
に
お
け
る
寺
内
町
建
設
の
＝
闘

を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
轡
田
田
林
御
坊
の
寺
内
町
に
占
め
た
地
位
か
ら
検
討
し
て
お
こ

う
。
成
立
当
初
永
禄
三
年
三
月
安
見
美
作
守
は
次
の
よ
う
な
「
定
」

　
　
　
　
　
　
⑦

禁
制
を
下
し
た
。

　
　
　
定
　
　
　
　
　
富
田
林
道
場

一
働
曝
公
事
免
訟
許
之
裏

一
徳
政
不
可
行
事

一
請
商
人
座
公
（
纂
）
之
纂

一
国
怨
語
質
丼
二
品
沙
汰
之
累

一
寺
中
之
朔
風
も
可
為
大
坂
上
纂

右
之
条
々
堅
被
定
貴
学
若
背
此
旨
於
鍋
犯
之
輩
者
回
報
被
処
厳
科
者
也
傍

下
知
如
件

　
永
禄
三
年
三
月
日

美
作
守
　
　
在
宅

　
成
立
し
た
寺
内
町
に
対
し
領
主
が
商
業
上
の
保
護
を
図
っ
て
い
る

が
、
こ
の
第
五
条
「
大
坂
並
」
と
い
う
文
言
は
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
石
山
本
願
寺
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
富
田
林
が

「
大
坂
並
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
御
坊
の
領
主
的
地
位
を
示

し
た
も
の
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
立
入
つ

た
検
討
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
富
田
林
に
は
か
か
る
要
求
を
み
た
し
て
く
れ
る
史
料
は
殆
ん
ど
な

い
が
、
貝
塚
御
坊
の
場
合
、
慶
長
十
五
年
一
件
当
時
で
は
年
一
八
六

石
四
斗
九
升
八
合
の
地
子
と
、
更
に
盆
・
正
月
の
礼
銭
米
一
八
石
四

斗
、
日
常
経
費
の
す
べ
て
惣
中
か
ら
支
弁
し
て
い
た
。
し
か
し
前
代

で
は
礼
銭
米
は
志
次
第
で
あ
り
、
地
子
も
年
寄
に
は
免
除
特
権
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
詳
細
な
こ
と
は
判
明
し
な

い
が
、
最
も
重
要
な
地
子
も
慶
長
段
階
で
坪
四
合
程
度
の
軽
愚
で
あ

っ
た
。
富
田
林
の
場
合
に
は
、
　
「
武
左
衛
門
書
上
」
に
写
記
さ
れ
て

い
る
元
亀
四
年
二
月
古
日
付
作
職
売
券
に
よ
れ
ば
、
壱
反
に
付
壱
斗
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五
合
代
、
又
は
弐
斗
代
と
な
っ
て
い
て
、
他
に
本
役
・
反
銭
一
季
に

一二

¥
交
堀
銭
六
文
が
、
こ
の
土
地
に
賦
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
こ
の
年
貢
諸
設
を
す
べ
て
御
坊
に
納
め
た
か
否
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
こ
の
誌
代
は
近
世
の
反
当
一
石
四
諸
礼
、
し
か
も
十
割
前
後

の
年
貢
率
で
徴
収
さ
れ
た
年
貢
を
考
慮
す
れ
ば
非
常
な
低
額
で
あ
痘

こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
他
の
賦
課
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
世
に
入

っ
て
か
ら
は
、
会
所
・
寺
給
米
分
五
石
が
棟
役
懸
り
で
徴
収
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
中
世
に
も
年
貢
地
子
以
外
に
棟
役
銭
の
如

き
屯
の
が
課
せ
ら
れ
た
ご
と
は
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
寺
内
町
内
部
で
は
他
に
比
し
て
年
貢
の
低

い
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
寺
内
町
の
創
設
は
同
行
意
識
に

支
え
ら
れ
、
そ
の
信
仰
上
か
ら
く
る
圧
迫
に
対
す
る
自
衛
的
意
味
を

も
つ
て
い
た
が
、
同
時
に
寺
域
一
般
と
し
て
公
租
免
除
の
特
権
を
有

し
、
比
較
的
貢
租
の
低
い
寺
内
町
に
そ
の
商
業
活
動
の
安
全
な
る
根

拠
地
を
求
め
た
こ
と
は
妾
然
だ
つ
た
と
云
い
う
る
。
で
は
御
坊
が
寺

内
町
に
占
め
た
地
位
を
示
す
史
料
を
、
近
世
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が

次
に
紹
介
し
よ
う
。

　
富
田
林
御
坊
は
貝
塚
御
坊
と
は
逆
に
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。

慶
長
十
三
年
検
地
に
は
早
く
も
寺
域
抱
が
年
貢
地
と
し
て
記
載
さ
れ

　
　
　
⑤

た
こ
と
は
、
そ
の
特
殊
的
地
位
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
浮
し

て
い
る
。
し
か
も
富
田
林
で
は
、
通
常
「
御
坊
一
坊
」
と
称
す
る
寺

内
町
の
中
ぞ
は
若
干
異
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
て
、
早
く
寺
内
に
は

二
寺
の
創
建
を
許
し
て
い
た
。
毛
人
谷
村
よ
り
天
正
二
年
移
転
し
た

と
云
わ
れ
る
大
念
仏
宗
浄
谷
寺
と
、
慶
長
八
年
三
月
創
立
の
西
本
願

寺
末
法
慶
寺
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
竜
ち
う
ん
こ
れ
ら
の
二
寺
は
御
坊

の
権
威
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
浄
谷
寺
が

元
和
六
年
正
式
に
寺
院
建
立
を
お
こ
な
っ
た
際
、
御
坊
に
納
め
た
一

札
は
「
富
田
林
之
儀
者
興
正
寺
御
門
跡
様
御
開
基
之
土
地
鴨
付
、
則

・
兼
帯
所
御
坊
一
不
二
御
座
匹
処
」
浄
谷
寺
挫
立
を
許
可
さ
れ
た
礼
と
、

今
後
「
御
坊
江
似
寄
之
普
請
御
返
留
成
程
奉
畏
弥
」
　
「
御
坊
丼
御
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

寺
江
も
何
に
不
寄
島
倣
ケ
間
敷
儀
仕
問
敷
」
　
「
御
門
漬
女
御
下
向
変

節
者
御
機
嫌
御
慶
に
住
職
記
者
可
罷
出
」
と
続
け
て
い
る
。
こ
の
御

坊
差
配
は
妙
慶
寺
も
同
様
お
こ
な
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
寛
文
六

年
浄
谷
寺
普
請
に
も
許
可
願
が
出
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
一
札
は
守
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
し
か
し
ニ
ケ
寺
の
創
建
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
御
坊
の
地
位
の
低
下

を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
現
在
の
御
坊
は
寛
永
十
五

年
「
再
興
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
費
用
杖
町
民
全
体

4　．（4）



か
ら
支
弁
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
惣
門
’
・
徒
の
寄
進
と
な
っ
て
い
た
。

か
か
る
御
坊
の
地
位
を
示
す
好
個
の
史
料
は
次
の
貞
享
三
年
宗
門
帳

よ
り
作
成
し
た
富
田
林
の
檀
那
寺
と
檀
徒
数
の
表
で
あ
る
。

　
第
一
表
に
よ
れ
ば
注
目
す
べ
き
幾
つ
か
の
特
色
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
檀
那
寺
は
近
村
に
拡
散
し
、
と
く
に
大
坂
浄
照
坊
の
あ
る
こ
と

は
、
町
場
と
し
て
の
人
口
移
動
も
激
し
く
浮
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
と
に
年
寄
の
檀
那
寺
が
、
そ
の
出
身
地
と
云
わ
れ
る

新
堂
・
山
中
田
に
な
い
こ
と
は
、
創
立
当
時
寺
院
が
そ
の
地
に
な
か

っ
た
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
先
の
大
坂
浄
財
坊
の
檀
家
も
あ
る
こ
と
は

後
世
の
変
化
を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
門
徒
数
は

さ
す
が
に
多
い
が
、
可
成
他
宗
が
多
い
こ
と
竜
判
明
す
る
。
今
御
坊

に
焦
点
を
あ
わ
す
と
、
御
坊
興
正
寺
の
檀
家
が
意
外
に
少
く
、
富
谷

寺
・
妙
慶
寺
。
西
方
寺
に
次
い
で
い
る
こ
と
、
年
寄
八
人
衆
に
一
名

も
檀
家
の
い
な
い
こ
と
が
特
色
で
あ
ろ
う
。
従
来
他
の
寺
内
町
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
近
世
宗
門
帳
か
ら
の
分
析
は
お
こ
な
わ
れ
た
例

が
な
い
の
で
対
比
し
え
な
い
が
、
　
一
般
に
は
寺
・
内
町
は
門
徒
集
団
に

よ
る
創
設
と
、
御
坊
一
坊
を
原
則
と
し
て
お
り
、
山
田
寺
置
目
そ
の

⑨他
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
他
宗
派
の
存
在
も
町
場
と
し
て
の
発

展
に
は
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
富
田
林
の
如
く
大
念
仏
宗
信

者
や
浄
土
宗
信
者
の
一
団
が
存
在
し
、
却
っ
て
御
坊
檀
徒
が
少
数
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
る
と
い
う
例
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
近
世
の

姿
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
寺
内
町
と
し
て
予
想
さ
れ
る
情
況

寺内町の構造と展開（脇田）

　　　　　第　一　表

貞享三年富田林檀那寺と檀家表

西本願寺 ﾚ■龍頭
　　　　i喜志i妙塒…5軒
　　　　　新　裳i光盛寺、17軒

　　　　；　　1ノ　　　　教連ぞタ　35tl〔i＝

　　　　i’・陪光寺17軒

　　　　1；縣i鷺12鷺

　　　　，　〃　iIN念寺i8軒
　　　　湊昇前廊1：評

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　蔵之内　光福寺15軒
　　　　　　　　　　　　　1導
　　　　　大坂早口坊、4軒
大念仏宗． x田林　四谷寺96軒

麟繍灘‡欄
　　訓一　寺　数　16ケ寺420軒

内　　｝「「1徒寺　13ケ寺259軒

年寄椀那寺

毛人加宕衛門
　　平　兵　衛

　　七二兵衛
布屋清左衛門
杉山八右衛門
杉1⊥1四良防衛門

城口加右衛門

毛人情西方寺

大　坂浄照方

大井盛光寺
蔵之内光福寺

中　野蒲徳寺

　同　　上

富田林妙工寺

と
は
可
成
異
な
つ
て
い
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
草

創
以
来
の
八
人
衆
が
い
ず
れ
も
檀
徒

ぞ
は
な
く
、
中
に
は
門
徒
で
す
ら
な

い
加
右
衛
門
が
存
在
す
る
こ
凝
何

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
寺
内
町
建
設
が
、
商
業
活
動

根
拠
地
を
求
め
る
動
き
に
支
え
ら
れ

（5）5



て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
更
に
、
富
田
林
の
如
く
寺

内
町
当
初
か
ら
商
業
都
市
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
っ
た
も
の
と

し
て
出
発
し
た
寺
内
町
の
あ
っ
た
こ
と
を
泳
意
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
門
徒
集
団
を
中
心
と
す
る
が
、
し
か
も
此
地
方
の

商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
商
工
業
者
が
、
宗
派

に
か
か
わ
ら
ず
町
建
設
の
主
体
と
な
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
場
合
、
寺
院
側
は
む
し
ろ
形
式
的
な
存
狂
で
あ
っ
た
の
ぞ

あ
り
、
寺
内
町
の
主
人
公
は
住
民
の
惣
的
結
合
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
か
く
し
て
先
に
み
た
第
三
類
型
に
属
す
る
大
ケ
塚
や
貝
塚
で

さ
え
も
、
今
井
、
石
山
寺
内
と
は
異
っ
て
、
御
坊
が
名
実
と
も
に
領

主
的
地
位
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ

で
は
む
し
ろ
具
体
的
な
内
容
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
御
坊
が
形
式
的
な
存
在
に
近
く
、
寺
内
町
が
住
民
の
活

動
に
好
適
の
基
盤
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
在
地
に
お
け
る

住
民
の
自
主
的
活
動
の
強
さ
、
云
い
か
え
れ
ば
惣
的
結
合
の
強
さ
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
最
後
に
寺
内
町
に
お
け
る
惣
的

結
合
の
内
容
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

　
周
知
の
如
く
中
世
末
期
に
は
都
市
・
農
村
を
問
わ
ず
そ
の
自
治
組

織
一
興
的
的
結
合
が
発
達
し
て
い
た
。
貝
塚
・
今
井
・
大
ケ
塚
の
寺

内
町
も
、
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
當
田
林
で
も
「
富
田
林

物心

?
」
　
（
元
亀
三
年
馬
刀
五
目
付
柴
田
勝
家
．
佐
久
問
信
盛
書
状
）
や
「
年

寄
心
中
」
の
文
身
を
見
出
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
惣
は
住
民
の
自
衛
…
的
…

螢
・
ノ
、
あ
り
、
自
治
的
共
同
体
ノ
．
あ
っ
た
。
富
田
埜
．
は
禁
螺
雷

田
林
御
坊
・
寺
内
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
書
状
に
も
判
明

す
る
よ
う
に
御
坊
と
な
ら
ん
で
心
中
が
宛
名
と
な
つ
で
お
9
、
惣
中

の
地
位
が
示
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
全
中
が
寺
内
町
の
主
人
公
で
あ

サ
つ
・
り
と
花
兀
に
述
べ
た
一
か
、
　
「
．
所
の
作
法
」
一
ム
女
に
…
ボ
さ
れ
ワ
旬
よ
・
り
に

自
治
を
行
い
え
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
実
は
御
坊
す
ら
が
、
期
中
の

代
表
者
で
あ
る
年
寄
中
と
、
信
徒
の
惣
代
で
あ
る
年
．
預
中
の
両
者
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
実
質
的
に
は
惣
中
が

寺
内
町
を
差
配
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
惣
中
の
自
治
組
織
は
、
そ
の
ま
ま
外
部
に
対
す
る
自
衛
組
織

で
あ
っ
た
。
多
く
の
寺
内
町
は
土
居
・
濠
に
陽
ま
れ
た
囲
郭
都
市
で

あ
り
、
富
田
林
も
又
、
そ
の
典
型
と
し
て
知
ら
れ
、
四
方
に
門
を
噴

き
自
衛
体
制
を
整
え
て
い
た
が
、
文
禄
検
地
帳
に
は
「
は
ん
ぬ
、
」
「
ち

や
う
り
」
が
見
出
さ
れ
、
番
屋
、
長
吏
を
お
く
内
部
の
自
瞥
体
制
も

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
・
9
1
。
こ
の
傾
向
は
近
世
中
期
に
お
い

て
「
火
の
用
心
夜
番
」
　
「
同
鉄
棒
引
」
を
お
き
、
町
場
ら
し
い
防
火

（6）6



寺内町の構造と展翻　（脇田）

の
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
も
窺
わ
れ
る
。
か
か
る
自
衛
…
体
制

は
当
然
住
民
の
員
担
で
あ
る
が
、
近
世
の
そ
れ
が
家
持
棟
役
掛
り
と

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
中
世
に
も
恐
ら
く
「
か
し
や
」
層
を
除
く
、

町
民
の
員
担
で
あ
b
！
、
　
一
旦
問
題
が
起
れ
ば
彼
等
が
一
斉
に
集
合
し
、

か
つ
武
装
も
辞
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
惣
の
構
造
は
、
か
か
る
住
民
の
形
式
的
平
等
を
主
体
と

し
た
自
治
組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
は
必
ず
し
も
単
純
ぞ
は
な
い
。

そ
れ
は
惣
の
頂
点
に
た
つ
年
寄
八
人
衆
の
差
配
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
従
来
富
田
林
に
つ
い
て
は
、
こ
の
八
人
衆
が
近
村
よ
り
入
配
し
た

事
か
ら
、
村
落
共
同
体
的
規
制
の
都
市
へ
の
移
行
を
類
推
さ
れ
、
多

く
の
注
目
を
惹
い
た
所
で
あ
っ
た
。
確
か
に
八
人
衆
の
支
配
に
は
注

音心

ｷ
・
べ
き
占
…
を
・
も
っ
て
い
マ
0
。
轡
脚
田
林
に
庄
屋
曽
か
お
か
れ
、
晶
ヰ
謁
貝
徴

収
も
会
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
は
、
慶
安
元
年
ぞ
あ
る
。
領
主
側

の
要
請
と
八
人
衆
の
動
揺
が
結
局
旧
来
の
体
制
を
捨
て
て
八
人
衆
が

臨
番
に
庄
屋
を
勤
め
る
「
廻
り
庄
屋
」
制
を
布
い
た
の
は
可
成
遅
か

っ
た
訳
ぞ
、
近
世
的
村
落
支
配
機
構
の
整
備
は
こ
の
時
期
迄
ま
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
前
代
に
は
八
人
衆
の
家
父
数
的
支
配
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
寛
永
二
十
一
年
「
万
改
帳
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
八
人
衆
の
男
名

に
富
田
林
総
石
高
が
分
割
記
載
さ
れ
て
い
た
ひ
検
地
帳
・
名
寄
帳
は

土
地
保
有
を
認
め
て
い
て
多
数
の
登
録
人
を
記
し
て
い
る
が
、
　
「
万

改
帳
」
は
む
し
ろ
年
貢
納
入
の
責
任
者
が
記
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
こ
の
記
載
は
八
人
衆
が
寺
内
町
創
設
以
来
の
特
権
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
土
地
に
何
ら
か
の
上
級
の
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
恐

ら
く
年
貢
徴
収
権
、
ひ
い
て
は
地
子
徴
収
権
を
有
し
て
い
た
も
の
と

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
寺
内
当
時
の
惣
的
結
合
は
な
お
村
落
結
含
に

つ
な
が
る
地
縁
的
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
八
人
衆
と

住
民
の
間
に
個
別
的
な
隷
従
関
係
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
惣
中
に
お
け
る
「
年
寄
さ
は
い
」

の
体
制
は
、
近
世
初
頭
の
富
田
林
を
貫
い
て
続
い
て
い
た
。
こ
の
体

制
が
動
揺
し
崩
壊
し
て
ゆ
く
の
は
か
な
り
後
の
事
ぞ
あ
っ
た
。
こ
の

情
況
を
略
記
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
近
世
初
頭
か
ら
こ
の
「
年
寄
さ
は
い
」
に
対
す
る
反
抗
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
が
、
慶
長
十
五
年
、
四
名
が
年
寄
地
下
中
と
抗
争
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

点
せ
し
め
ら
れ
、
次
い
で
小
堀
遠
江
守
代
官
の
時
に
も
拾
三
人
が
徒

党
を
く
ん
で
年
寄
と
抗
争
「
言
挙
作
法
」
を
破
っ
た
と
あ
る
よ
う
に

度
々
お
こ
っ
て
い
る
。
明
暦
二
年
に
は
寛
永
十
五
年
越
御
坊
再
興
よ

（7）7



り
、
そ
の
借
銀
返
済
の
為
「
借
銀
之
利
重
斬
共
た
す
か
り
申
様
に
と

存
、
札
つ
か
い
」
（
七
月
朔
日
付
「
六
人
衆
札
公
事
目
安
」
）
を
お
こ
な
っ

た
の
に
対
し
、
六
人
衆
一
味
し
て
抗
争
を
し
て
い
る
。
こ
の
一
件
は

新
旧
商
人
の
抗
争
ぞ
あ
り
、
新
し
く
商
品
経
済
の
発
展
に
伴
な
っ
て

拾
頭
し
た
六
人
衆
が
、
旧
来
の
特
権
に
よ
る
年
寄
層
と
対
立
し
「
三

つ
か
い
」
と
云
う
商
品
経
済
に
影
響
を
も
つ
施
策
を
め
ぐ
っ
て
爆
発

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
他
領
の
者
を
含
ん
だ
争
い
と
な
っ

た
が
、
御
坊
再
建
費
償
却
の
問
題
で
あ
る
こ
と
や
、
六
人
衆
の
性
格

か
ら
み
る
と
き
こ
こ
ぞ
は
富
田
林
に
お
け
る
八
人
衆
の
支
配
に
転
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
も
た
ら
す
新
勢
力
の
拾
頭
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ぞ
あ
ろ
う
。
慶
．

安
元
年
の
廻
り
庄
屋
制
施
行
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
年
寄
八
人
衆
の
支
配
は
尚
続
い
て
お
り
、
そ
の
支
配
が
決

定
的
に
ゆ
ら
い
だ
の
は
安
永
二
年
の
村
方
一
件
ま
ぞ
ま
た
ね
ば
な
ら

　
　
⑭

な
い
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
。

　
か
く
し
て
第
一
章
で
は
寺
内
町
に
お
け
る
御
坊
と
自
治
組
織
の
内

容
に
つ
い
て
論
旨
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
れ
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論

を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
可
能
ぞ
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
富
田
林
で
は
御
坊
の
勢
力
は
早
く
衰
退
し
、
宗
教
的
側
面
ぞ
も
形

式
的
な
権
威
を
有
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
寺
内
町
の
建
設

に
は
御
坊
の
経
営
に
重
点
を
お
き
え
ず
、
先
述
第
一
表
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
門
徒
集
団
を
中
心
と
す
る
此
地
域
住
民
の
都
市
建
設
に
、
よ

り
力
点
が
お
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
従
っ
て
寺
内
町
内
都

ぞ
は
御
坊
が
名
目
的
領
主
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
主
人
公
は
惣
中
で
あ

っ
た
。
か
か
る
偽
電
に
実
権
を
有
す
る
寺
内
町
が
他
に
も
予
想
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
堺
・
平
野
郷
を
頂
点
と
す
る
「
自
由
都
市
」
的
傾
斜

が
、
単
に
孤
島
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
広
い
基
盤
の
上
に

た
っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

、
少
く
と
も
寺
内
町
に
対
し
て
石
山
・
今
井
、
又
後
期
の
貝
塚
な
ど

の
例
に
よ
っ
て
、
封
建
領
主
の
代
り
に
寺
院
を
設
定
し
た
城
砦
都
市

と
み
る
見
解
や
、
　
同
様
に
特
権
都
市
と
す
る
見
解
は
、
　
必
ず
し
も

寺
内
町
全
般
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
h
と
く
に
在
方
の
寺
内
町

で
は
む
し
ろ
実
態
に
即
し
た
個
別
的
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。①

田
中
済
玉
垂
，
氏
「
石
山
本
願
寺
寺
内
町
に
於
け
る
本
願
寺
の
領
主
性
格
」

　
社
ム
ム
経
枕
旧
心
入
欝
摩
一
（
り
巻
山
野
史
ワ

②
福
尾
氏
前
掲
史
学
研
究
論
文
一
四
頁
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
、

③
貝
塚
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
福
尾
氏
研
究
に
よ
っ
た
。

④
三
年
差
も
あ
る
が
、
元
年
説
を
と
る
。
『
市
誌
』
参
照
。

⑤
領
主
は
由
緒
書
類
に
よ
れ
ば
、
三
好
山
城
守
と
あ
り
、
買
得
謙
譲
賞
文
の
内

（8＞8



寺fメヨ厨ゴの羅髪建£と．展轟t？（脇田）

　
判
明
す
る
も
の
は
三
好
氏
に
支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
葛

　
屋
城
に
は
安
見
美
作
守
が
い
た
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
判
定
し
難
い
。

⑥
杉
山
・
樋
口
・
飯
田
・
甘
塩
・
辻
、
・
倉
内
・
人
切
・
坂
野
の
八
家
で
あ
る
。

⑦
「
興
正
寺
御
門
跡
兼
帯
所
由
緒
書
抜
」

⑧
御
坊
は
慶
長
九
年
「
屋
敷
帳
」
に
捨
六
日
半
に
拾
九
間
・
参
百
拾
薫
坪
半

　
の
御
堂
と
記
さ
れ
、
正
式
に
は
慶
長
十
鑓
年
「
検
地
帳
」
に
七
畝
｝
○
歩
。

　
　
一
石
二
升
六
合
7
余
と
し
て
現
わ
れ
る
。

⑨
天
正
十
一
年
近
江
山
田
寺
置
冒
に
よ
れ
ば
、
第
六
条
に
「
寺
内
に
居
住
あ

　
る
衆
中
、
縦
他
宗
た
り
と
い
ふ
共
出
銭
役
銭
等
全
可
被
繊
早
事
」
と
あ
り
、

　
　
（
牧
野
氏
原
逸
書
一
四
二
頁
）
貝
塚
の
場
合
も
、
原
則
は
原
像
と
し
て
、

　
他
宗
の
者
を
も
含
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑩
冨
田
林
後
坊
が
門
跡
兼
帯
寺
院
で
あ
り
、
近
世
申
期
に
は
河
内
六
万
寺
の

　
真
光
寺
よ
り
留
守
居
が
入
逸
し
て
い
た
為
、
檀
家
と
の
日
常
的
接
触
を
欠

　
い
た
こ
と
が
、
衰
退
の
諸
因
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
中
期
に
な
る
と
宝
暦
十

　
、
三
年
五
月
に
は
御
坊
門
徒
の
葬
礼
・
仏
築
に
際
し
て
妙
無
毒
を
招
請
し
な

　
い
こ
と
、
正
月
七
日
寺
参
り
に
妙
慶
寺
へ
参
詣
し
な
い
と
い
う
一
札
を
と

　
つ
て
い
る
こ
ど
は
興
味
深
い
。
な
お
、
門
徒
で
は
、
出
身
地
の
寺
の
檀
家

　
で
あ
る
と
と
も
に
、
御
坊
の
擦
家
で
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
、
必
ず
し

　
も
檀
家
数
は
第
一
表
通
り
の
配
置
を
示
し
て
は
い
な
い
。

⑪
拙
稿
「
在
郷
町
の
形
成
と
発
展
」
上
、
ヒ
ス
ト
リ
ア
一
九
号
第
六
炎
参
照
。

⑫
元
和
竃
年
～
七
年
、
寛
永
五
年
～
九
年
の
二
期
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
と
も

　
判
明
し
な
か
っ
た
。

⑬
明
暦
二
年
札
公
事
一
件
の
関
係
者
六
人
衆
の
内
、
寛
永
二
一
年
万
改
帳
か

　
ら
判
明
す
る
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
、

け
い
ぶ
ん
万
介

　
加
　
兵
　
衛

　
甚
左
衛
門

　
市
　
兵
　
衛

九
右
衛
門

㈲
商
人
・
上
。
蔵
2
　
奉
公
人
3

㈲
商
人

㈱
鍛
冶

鋤㈲
商
人

鋤
商
人

中中
　
馬
1
　
奉
公
人
3

申
　
牛
1
　
奉
公
入
！

下
　
鴨
1

中
　
柴
屋
1
奉
公
人
2

数
字
0
内
は
年

齢
、
い
ず
れ
も

寛
永
「
二
年
の

数
字
で
あ
る
。

た
だ
明
暦
二
年

と
は
＋
こ
年
の

　
開
き
が
あ
る
が
、
御
堂
修
覆
が
寛
永
十
五
年
、
そ
の
後
「
札
つ
か
い
」
を

　
始
め
た
と
す
れ
ば
、
当
然
　
二
年
に
は
現
わ
れ
た
者
が
、
こ
の
騒
動
に
関

　
汗
し
た
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
商
工
業
者
の
仲
以
上
の
春
で
、
胴
縁
q
あ
る
け
い
ぶ
ん
万

　
介
は
蔵
二
を
有
す
る
冨
裕
な
商
人
で
あ
っ
た
。

⑭
安
永
二
年
の
村
方
「
件
は
、
富
田
林
で
以
後
度
々
起
つ
た
村
方
「
件
の
中

　
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
で
、
通
常
の
村
方
騒
動
的
内
容
に
興
正
寺
一
件
論

　
中
之
入
用
を
半
知
は
御
坊
詞
堂
銀
へ
、
半
銀
は
村
方
へ
懸
け
た
の
に
、
村

　
役
人
は
負
担
し
な
い
こ
と
を
第
七
条
に
あ
げ
て
お
り
、
結
果
は
八
人
衆
筋

　
の
村
役
人
四
名
の
退
役
と
な
り
、
更
に
旧
役
人
を
中
心
と
す
る
古
西
方
と

　
反
対
派
な
る
肩
当
と
に
二
分
さ
れ
、
代
官
角
倉
与
一
も
二
株
分
離
に
反
対

　
し
た
が
古
仁
方
の
運
動
に
よ
り
、
こ
れ
を
承
認
し
た
も
の
で
、
結
局
こ
の

　
一
件
は
寺
内
町
以
来
の
村
役
人
支
配
体
側
が
崩
れ
た
こ
と
、
そ
の
一
応
の

　
解
決
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
以
後
の
騒
動
に
は
な
い
興
正
寺
の
冊
題

　
が
争
点
と
・
な
っ
て
い
た
こ
と
が
注
口
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
在
郷
町
へ
の
展
開

第
一
章
で
は
寺
内
町
σ
性
格
を
親
織
的
な
酒
か
ら
眺
め
て
き
た
が
、

の「
で
㌔
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　　　第　二表
富田林　家数人口変遷表

家　数 内劇人
　　　t　　t　　　r　　T　　　t　　　t　t　　t　t　t　m　u　tpi
　　備　　　考
　’

　
　
　
記
帳

帳
上
帳
組
日
改

　
　
　
　
ゴ
　
ヨ
　
ロ

地
曳
人
血
尉

検
同
万
五
人
長

1222

1679

70余
9S

180

206

223
244
285
372
427
420

　
じ
　
ユ5
ユ
2
3
4
3

禄
長
永
保
安
享

交
慶
寛
正
慶
貞

史料の基準が違うが，大体の発展傾向は判明する。

　　　　　　　　　第　三表

　　　　寛永21年　富田林　職業別構成表

戸
数

　　　　隠か
上中下逃し
　　　　家や

八人衆10　91
商入7922173820
職人3316163　7ナ　　シ

その他163　4113711100

副・馬蔵雀鋤
14　2613　IF　12　2　3　1

31　641　9　101　34　3　9　6i

s　s戟@O　11　111　II

18　44i5　41　39　12　11

計，1・8・136　35　9・・6・・71…3gl・7・61・・U　i5　2　71

こ
こ
ぞ
は
主
と
し
て
寺
内
町
の
経
済
史
的
な
位
置
付
け
を
お
こ
な
っ

て
み
た
い
。
既
に
み
た
よ
う
に
富
田
林
。
大
ケ
塚
。
貝
塚
な
ど
は
、

寺
内
町
と
い
う
特
殊
的
性
格
を
有
し
て
い
る
に
せ
よ
、
封
建
領
主
下

に
発
達
す
る
諸
都
市
と
は
異
な
り
、
当
時
各
地
に
発
生
し
つ
つ
あ
っ

た
自
然
進
化
的
な
都
市
と
対
比
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
畿
内
に
お
け

る
当
時
の
経
済
的
発
展
を
か
な
り
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る

の
ぞ
、
こ
の
分
析
は
都
市
の
発
展
を
考
え
る
上
ぞ
重
要
な
も
の
と
思

・
つ
。　

し
か
も
日
本
に
お
い
て
は
中
世
都
市
と
近
世
都
市
と
の
間
に
断
層

を
認
め
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
近
世
へ
の
展
開
を
考
え
る
上
ぞ
中

世
末
期
の
都
市
の
発
生
を
除
外
し
え
な
い
の
ぞ
あ
る
。
殊
に
当
面
問

題
に
し
ょ
う
と
す
る
二
河
泉
南
部
地
域
で
は
、
元
禄
期
開
花
し
た
都

市
群
の
内
、
大
坂
・
堺
・
平
野
郷
・
天
王
寺
・
富
田
林
・
大
ケ
塚
・

貫
塚
・
佐
野
と
中
世
以
来
の
町
場
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
そ

の
大
半
が
寺
内
町
で
あ
っ
た
こ
と
は
寺
内
町
を
通
じ
て
の
分
析
が
中

世
期
の
情
況
に
迫
る
有
力
な
手
掛
り
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
所
で
か
か
る
都
市
研
究
は
な
お
未
解
決
な
部
分
が
多
く
、
そ
の
全

面
的
な
分
析
は
不
可
能
に
近
い
の
で
こ
こ
で
は
ま
ず
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
燦
見
永
以
降
の
史
料
に
よ
っ
て
、
　
一
応
町
場
的
構
成
の
全
貌
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
寺
内
町
当
時
の
講
成
を
示
す
文
禄
。
慶

長
期
の
動
向
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
の
在
郷
町
の
構
造
を
示
す
史
料
も
少
く
、
既

に
紹
介
し
た
富
田
林
の
情
況
を
若
干
重
複
す
る
が
改
め
て
問
題
と
し

　
　
　
　
①

て
お
き
た
い
。

　
一
七
世
紀
、
富
田
林
の
発
展
は
著
し
い
（
第
二
表
参
照
）
。
そ
し
て

10　（IO）
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、
寛
永
末
年
に
は
既
に
在
郷
町
と
し
て
成
立
し
た
姿
を
示
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
第
三
表
は
寛
永
二
一
年
「
万
改
帳
」
か
ら
作
成
し
た
も

の
ぞ
あ
る
が
、
富
田
林
は
総
戸
数
二
八
五
軒
中
、
商
人
七
九
軒
、
職

人
三
三
軒
が
存
在
し
、
更
に
八
人
衆
に
は
商
人
と
思
わ
れ
る
も
の
が

多
い
こ
と
を
心
慮
す
れ
ば
、
総
戸
数
の
約
四
割
強
が
商
工
業
者
で
あ

　　　　第　四　表

寛永21年　富田林階厨構成

酒
ヘ
ヤ

幕
屋

小
屋

柴
屋

　
蔵

　
馬

　
牛下

女
，
下
人

ナ
シ

職
人

商
人

数
量

36 22　1　13　146　89　1！3　2 45　6　7　0　7（エ）上

41ドll｝
　　　　　中

（■）下
　　　　　隠

35
91

16
翻llt
2　Ag　ii　1

15　31
5　3
4　12

479c・（皿）輩あ竈

12ssl　7g　33　IE73171　13g　l！7　161so　14　ls　2　7
計

る
こ
と
が
判
明
す
る
。

も
ち
ろ
ん
商
工
業
者
が

農
業
か
ら
分
離
し
た
も

の
で
は
な
く
、
又
多
数

の
農
業
専
従
者
を
含
ん

ぞ
い
た
こ
と
は
第
三
表

に
お
け
る
附
属
家
屋
。

牛
の
飼
育
状
況
を
検
討

す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
在
郷
町
の

場
合
、
法
制
的
に
も
村

と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、

現
実
に
農
村
と
明
確
に

対
立
す
る
都
市
共
同
体

を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
在
郷
町
と
し
て

は
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
町
場
の
内
部
構
造
は
、
第
四
表
に
示
す
如
く
、
三

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
ず
上
と
記
さ
れ

た
も
の
ぞ
、
中
に
は
富
田
林
開
発
以
来
の
門
閥
八
人
衆
と
、
富
裕
な

商
人
、
農
民
層
を
含
む
、
い
わ
ば
商
人
地
主
層
と
呼
ば
れ
る
べ
き
階

層
と
、
第
二
に
自
作
農
民
。
中
小
商
工
業
者
を
含
む
中
小
町
民
層
、

そ
し
て
「
か
し
や
層
」
、
す
な
わ
ち
貧
農
。
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

層
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
三
階
層
聞
の
階
層
分
化
の
著
し
い
情
況

は
、
下
人
・
下
女
雇
傭
情
況
。
牛
馬
所
有
。
附
属
家
屋
の
、
所
有
情
況

か
ら
明
瞭
に
窺
い
う
る
所
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
富
田
林
の
脚
高
は
、
明
ら
か
に
近
世
的
な
階
層
分
化
の

情
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
半
面
第
一
章
で
述
べ

た
よ
う
に
寛
永
期
尚
八
人
衆
が
年
貢
徴
収
権
と
推
定
さ
れ
る
前
代
的

関
係
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
従
っ
て
か
か
る
関
係
が
現
実

の
経
済
活
動
の
上
に
反
映
し
、
或
い
は
通
常
云
わ
れ
る
門
閥
酌
土
豪

商
人
の
支
配
を
示
し
て
い
る
か
は
更
に
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
は
富
田
林
に
お
け
る
商
工
業
者
、

か
し
や
摺
の
実
態
を
追
求
し
、
ひ
い
て
は
當
田
林
の
占
め
る
位
置
を

ユ1（11）



人1その他

　　第五表
八人衆の商業活動
商 先旨也出

醸造業

〃

畏男・二男・三男

長男

長男・二男・雇人

長男

江戸・長崎・江州

江戸

長崎・江州

紀州

　　　義心循門
　　　平興衛
　　　七郎兵衛
布屋清左衛門
杉山　八右衛門
杉山四郎左衛門
城ロ　　　カロ右徳F『i

も
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
と
考
え

る
。

　1
商
人
　
商
人
層
は
全
体
と
し
て

（云
え
ば
高
持
層
ぞ
あ
り
、
町
場
の

中
堅
層
以
上
を
構
成
し
て
い
た
。

こ
れ
は
固
定
店
舗
を
も
ち
商
行
為

を
営
む
上
ぞ
、
　
一
定
の
資
産
を
有

し
て
い
な
け
れ
な
ら
・
な
い
所
か
ら

当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
商
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

層
は
上
に
属
す
る
も
の
と
、
中
下

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

に
属
す
る
も
の
で
は
可
成
性
格
に

相
違
が
あ
っ
た
。
後
者
に
属
す
る

も
の
に
は
概
し
て
小
商
人
が
多
く
、

中
に
は
貞
享
年
間
紀
伊
・
熊
野
方

面
へ
小
間
物
商
い
に
出
か
け
る
者
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
行
商
人
と
し

て
遠
地
へ
出
向
く
場
合
も
あ
る
が
、
他
の
多
く
は
近
隣
農
村
よ
り
農

作
物
・
薪
類
を
購
入
し
、
馬
背
に
よ
っ
て
大
坂
辺
迄
運
送
・
販
売
し

た
り
、
又
農
民
の
需
要
を
充
た
す
、
近
郊
農
民
を
対
象
と
し
た
小
商

　
　
　
　
　
　
②

人
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
次
に
富
裕
な
商
人
の
場
合
で
あ
る
が
、
彼
等
の
活
動
は
、
貞
享
三

年
宗
門
帳
の
分
析
か
ら
可
成
活
画
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
当
時
紀
伊
・
熊
野
は
も
ち
ろ
ん
・
江
州
・
長
崎
・
江
戸
・
越
前

へ
の
商
業
取
引
に
出
向
い
て
い
る
者
は
五
十
九
名
の
多
き
に
上
っ
て

　
③

い
る
。
そ
の
中
で
最
も
興
味
を
ひ
く
の
は
八
人
衆
の
動
向
で
あ
っ
た
。

第
五
表
に
示
す
よ
う
に
貞
享
段
階
八
人
衆
は
遠
隔
地
商
人
と
醸
造
業

で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
彼
等
は
他
の
富
商
と
と
も
に
富
田
林

の
最
有
力
な
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
加
右
衛
門
の
場
合
、

長
男
を
江
戸
へ
、
二
男
を
長
崎
へ
、
一
二
男
を
江
州
へ
と
夫
々
息
子
を

商
売
に
向
け
て
い
る
が
、
布
屋
清
左
衛
門
は
、
二
男
甚
五
兵
衛
を
長

崎
に
や
り
、
．
後
、
長
男
に
奉
公
人
一
名
を
つ
け
惣
名
で
江
州
へ
出
商

い
さ
せ
て
い
る
。
か
く
こ
の
商
行
為
は
家
族
員
と
少
数
の
奉
公
人
に

よ
る
も
の
と
し
か
判
明
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
全
国
的
市
場
の

形
成
を
め
ざ
し
て
在
郷
町
の
商
人
も
活
淡
な
活
動
を
示
し
て
い
る
証

左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
扱
っ
て
い
る
商
品
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
と
し

て
布
。
木
綿
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
臼
す
る
。
周
知
の
如
く
此

地
方
は
戸
倉
地
帯
の
只
中
に
あ
り
、
近
世
初
頭
か
ら
座
作
は
発
展
し

て
い
た
か
ら
、
か
か
る
商
人
は
既
に
金
国
的
商
晶
と
な
っ
た
木
綿
を
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寺内町の構造と展開α動田）

扱
う
問
屋
層
と
し
て
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か

く
し
て
富
田
林
の
富
商
は
此
地
域
の
農
民
経
済
に
根
を
お
い
た
問
屋

層
で
あ
り
、
そ
の
商
品
を
広
く
全
国
酌
に
販
売
し
て
い
た
こ
と
を
推

定
し
う
る
。
し
か
も
そ
れ
が
大
坂
商
業
資
本
の
支
配
下
に
含
み
こ
ま

れ
ず
、
独
自
の
動
き
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
面
の
在
郷
町
の
姿

を
物
語
る
重
要
な
指
標
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
門
閥
層
と
見
ら

れ
た
八
人
衆
も
こ
こ
で
は
全
く
近
世
「
新
興
商
人
」
と
も
い
う
べ
き

存
在
と
し
て
、
　
「
元
禄
期
」
の
商
品
経
済
の
波
頭
に
た
っ
て
い
た
の

．
で
あ
っ
た
。

　亙
職
人
層
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
う
る
。
そ
れ
は
概

（し
て
中
堅
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
職
種
の
内
容
は
十
三
種
類
見
出

し
う
る
が
、
そ
の
中
で
、
か
じ
ゃ
。
紺
屋
が
最
も
多
い
。
紺
屋
の
場

合
、
先
の
木
綿
商
人
の
存
在
ど
あ
わ
せ
て
、
此
地
方
の
綿
織
工
業
の

展
開
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　皿
か
し
や
層
は
九
八
軒
、
総
戸
数
の
三
四
・
三
八
％
を
占
め
て
い
る
。

（
こ
の
か
し
や
層
は
恐
ら
く
小
作
人
・
賃
稼
・
奉
公
人
と
し
て
生
計
を

た
て
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
在
郷
町
が
か
か
る
下
層
民
の

労
働
力
を
吸
収
し
う
る
雑
業
を
含
ん
で
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
を

も
つ
て
い
る
。

　
以
上
分
析
し
た
よ
う
に
、
寛
永
・
貞
享
期
に
は
富
田
林
は
在
郷
町

と
し
て
発
展
し
て
お
り
、
そ
の
内
部
に
は
小
売
店
を
含
む
常
設
店
舗

が
存
在
し
て
い
た
。
多
数
の
中
小
工
業
老
は
農
民
の
商
品
生
産
と
対

応
し
っ
っ
、
局
地
的
な
分
業
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
更
に
こ
の
在
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

町
・
農
村
を
含
む
奉
公
人
雇
傭
の
展
開
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、

明
ら
か
に
こ
の
小
市
場
圏
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
内
容
を
も
つ
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
問
屋
層
は
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
遠
隔

地
取
引
に
の
り
出
し
て
お
り
、
コ
高
禄
期
」
全
国
的
市
場
形
成
の
一

翼
を
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
動
き
は
不
定
期
取
引
に
代
る
本
・
支
店

網
に
よ
る
流
通
網
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
に
恒
常
的
な
商
品
流
通
が
始

ま
る
と
と
も
に
、
三
都
資
本
に
よ
る
特
権
的
支
配
が
及
ん
で
、
遂
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

排
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
最
も
先
進
的
な
役
割
を
果
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か
る
商
贔
流
通
の
発
展
は
、
在
郷
町
に
お
け
る
金
融
。
信
用
制

度
を
竜
発
達
さ
せ
た
。
明
暦
幾
年
八
人
衆
と
新
興
商
工
業
者
と
の
抗
、

争
が
「
札
つ
か
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
富

田
林
ぞ
は
独
自
の
信
用
体
系
を
も
つ
て
い
て
、
米
札
又
は
銭
札
を
発

行
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
万
治
元
年
年
貢
箕
用
帳
に
は
年
貢

銀
納
が
一
部
「
札
」
で
同
所
へ
支
払
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
裏
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内町の構造と展際（脇田）

書
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
か
く
し
て
富
田
林
を
代
表
と
す
る
在
郷
町
の
発
展
は
目
ざ
ま
し
い

　
　
　
　
　
⑥

も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
そ
れ
よ
り
半
世
紀
遡
ら
せ
た
文
禄
・
慶

長
期
は
い
か
な
る
情
況
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
次
章

に
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

①
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ラ

②
同
右
、
商
入
の
内
容
は
拙
稿
下
ヒ
ス
ト
リ
ア
～
＝
号
を
参
照
し
て
頂
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
い
。

③
そ
の
内
訳
は
次
の
よ
う
で
、

　
一
名
が
長
崎
江
州
と
だ
ぶ
つ

　
て
い
る
の
で
、
延
五
九
名
で

　
あ
る
。

15

X
1
3
・
・
－
2
⊥
瀦

豊
野
州
前
州
戸
崎
明

紀
熊
江
越
信
江
長
不

④
拙
稿
．
「
近
世
前
期
に
お
け
る
奉
公
人
の
問
題
」
近
世
史
研
究
家
職
の
四
・

　
五
号
。

⑤
当
時
の
憐
況
に
つ
い
て
は
、
粗
雑
な
見
取
図
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

　
御
参
照
願
い
た
い
。
拙
稿
「
元
禄
の
社
会
」
日
本
歴
史
講
座
四
巻
。

⑥
こ
の
章
で
は
在
郷
町
を
寺
内
町
と
薮
別
し
て
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

　
寛
永
期
に
は
寺
内
町
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

　
り
、
そ
の
歴
史
的
系
嫌
㎎
の
み
に
よ
っ
て
性
格
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
・
き
な

　
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
在
郷
町
と
云
う
の
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
の

　
中
心
で
あ
る
面
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

　　　　第　六　表

慶長十三年　屋敷別登録人表

三
　
寺
内
町
の
購
造

計541，2
，

10

210人

244軒
4
2
0

8
3
2

5
1
5

28

T6

121

121

44

O

墾敷筆数

登録人
屋敷品数

　
富
田
林
に
は
近
世
初
頭
の
検
地
帳
と
し
て
、

重
禄
五
年
・
慶
長
九
年
。
慶
長
十
三
年
の
三

冊
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
寺
内

町
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

し
か
し
富
田
林
が
百
石
た
ら
ず
の
完
全
な
鵬

郭
の
中
に
あ
る
た
め
、
土
地
保
有
面
積
に
よ

る
区
分
も
意
味
が
な
く
、
又
三
冊
の
内
容
に

は
甚
し
い
差
異
が
存
在
し
統
一
的
把
握
は
困

難
ぞ
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
ぞ
は
最
も
確
実
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

思
わ
れ
る
慶
長
十
三
年
検
地
帳
を
分
析
す
る
。

　
第
山
ハ
誰
双
に
よ
れ
ば
屋
敷
筆
…
数
は
二
四
四
軒

で
あ
り
、
富
田
林
が
寛
永
期
に
近
い
戸
数
を
竜
つ
た
町
場
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
先
の
屋
敷
数
に
対
し
て
登

録
人
は
二
一
〇
名
で
あ
り
、
従
っ
て
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
な
い
借
屋

囁
層
が
三
〇
数
名
存
在
し
た
こ
と
、
し
か
も
無
言
敷
登
録
人
四
四
名
を

考
慮
す
れ
ば
、
当
時
富
田
林
は
家
持
一
六
六
名
に
対
し
て
借
屋
七
〇

数
名
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
家
持
・
借
量

14　（14）
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の
階
層
区
分
は
近
世
都
市
に
定
着
し
た
が
、
既
に
中
世
に
も
借
屋
の

存
在
は
見
出
さ
れ
、
か
か
る
嶺
町
に
お
い
て
も
、
近
世
初
頭
明
確
に

借
屋
層
が
存
在
し
た
こ
乏
は
注
目
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
彼
等
は

寛
永
二
十
一
年
に
も
役
畜
で
は
な
く
、
惣
的
結
合
に
も
決
議
権
を
も

た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
借
屋
層
の
存
在
は
在
町
に
お
け
る
近

世
的
関
係
の
成
立
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
他
方
屋
敷
内
筆
を
も
つ

者
が
現
わ
れ
、
二
言
以
上
を
幾
つ
四
三
名
（
全
登
録
人
の
二
〇
・
七

％
）
の
家
持
が
四
九
・
三
％
の
屋
敷
を
所
待
し
て
い
た
こ
と
は
階
層

分
化
の
伸
展
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
形
態
的
に
児
れ
ば
慶
長
期
の
富
田
林
は
寛
永
期
の
そ
れ

と
対
比
し
う
る
情
況
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
は
次
の
町
場
の
構
造

　
　
一

を
検
討
し
て
お
こ
う
。
幸
い
三
冊
の
検
地
帳
登
録
人
に
は
可
成
詳
細

な
肩
書
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
史
料
的
不
備
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
体
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
が
ぞ
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
七
表
は
地
名
肩
書
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
寺
内
町
の
構
成
員
は
主
と
し
て
石
川
谷
周
辺
の
近
村
か
ら
流

入
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
成
立
当
初
近
隣
四
ケ
村
か
ら
八
人
衆
が

出
て
近
在
の
農
商
を
招
き
、
町
を
建
設
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、

山
中
田
・
ゑ
ひ
谷
・
中
野
が
多
い
こ
と
は
そ
の
際
こ
の
四
ケ
村
か
ら

町
民
に
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
ひ
ろ

し
ま
」
と
あ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
が
、
や
ま
と
、
天
王

寺
・
さ
か
い
・
大
さ
か
な
ど
は
そ
の
出
身
地
と
見
て
も
差
支
え
な
い

第七表
地名分類表

交禄5
i慶長・

22

H
10
　8

20
11
　1

　6

r
D
3

！
1
2

1

2
1
0
8
5
3
3
！
1
2
ー
ユ
5

2
1
1

2
1
1
り
翻

田
的
谷
村
川
浦
ひ
も
内
し
分
上
上
田
ま
と
寺
い
か
ま

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

申
中
ひ
ノ
　
と
・
　
　
い
ま
王
な
C
ろ

山
山
ゑ
中
石
蔭
さ
大
蔵
ぎ
水
丹
道
坂
た
や
天
さ
大
ひ

5179露

なお，新堂村出身の者が屑書
がないので不明。
富田林寺内の肩書には，市は
2，城の口2，南口3，北口
2，などがある。

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
寺
内
町
成
立
に
は
、
も
ち
ろ
ん
石
川

谷
を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
を
遍
ず
る
交
通
路
の
極

点
を
結
ぶ
地
域
、
す
な
わ
ち
一
河
泉
和
地
方
の
商
人
が
集

ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
和
今
井
町
の
成
立
に
際
し

て
今
井
兵
部
が
「
三
六
ヨ
リ
人
ヲ
呼
ビ
集
メ
家
ヲ
作
ラ
セ
、

国
中
ヘ
ノ
三
等
イ
タ
サ
セ
」
（
大
和
軍
記
）
と
あ
る
の
は
有

名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
寺
内
町
乃
至
町
場
の
も
つ

経
済
圏
が
近
村
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
糊
当
の
広
が
り
を

15　（15）



　第八表
職業別構成蓑
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じ
ゃ
き
り
や
や
う
工
や
や
や
や
や
や
他

　
　
　
　
え
は
ん
　
　
し

　
べ
か
き
き
　
　
　
　
こ
け
る
ん
　
の
の

　
　
　
　
た
つ
　
ま
　
　
　
ら

か
な
い
め
と
な
て
大
し
お
た
こ
さ
ぬ
そ

い
）
や
ら
や
や
や
や
し
い
り
き
り
や
し
き
ち
り

G人
ミ
ふ
き
こ
ろ
う
ら
ゆ
ほ
る
、
）
ん
す
ほ
し

　
　
　
　
　
し
く
ミ
と
や
　

ん

と
商
か
あ
か
か
む
ふ
ひ
か
い
あ
ち
は
く
賢
し
ひ

計

も
つ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
町
民
の
職

業
構
成
と
そ
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

第
八
表
に
よ
れ
ば
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
職
人
の
肩
書
が
多
い
こ
と
、

寛
永
期
商
人
対
職
人
の
比
率
は
七
対
三
で
あ
っ
た
も
の
が
、
む
し
ろ

こ
こ
で
は
逆
転
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
商
品
経
済
の
発
展
が
な
お

未
熱
な
段
階
で
は
、
生
産
部
門
と
流
通
部
門
は
分
化
せ
ず
、
職
人
的

存
在
が
優
位
を
示
す
こ
と
は
当
時
他
の
諸
都
市
に
も
窺
え
る
と
こ
ろ

　
　
　
③

で
あ
っ
た
。
文
禄
・
慶
長
期
の
富
反
戦
の
発
展
も
か
か
る
段
階
に
あ

っ
た
亡
と
を
推
定
し
う
る
ぞ
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
次
に
こ
の
商
工
業

　
　
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検

と
分
　
　
討
し
て
お
こ
う
。

年
　
　
）

9
　
　
1
職
人
　
職
人
層
に
つ
い
て

で
　
　
　
（

圃
規
は
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な
点

一
一
を
指
摘
し
う
る
。

繊
ば
　
　
ま
ず
、
鍛
冶
。
鍋
屋
・
い

橋齪
岸
か
き
・
め
き
り
な
ど
鍛
冶
鋳

の
参
・

年
上
　
物
関
係
が
多
い
こ
と
、
次
に

13

ﾌ
長
合
　
桶
屋
・
樽
屋
の
存
在
が
目
立

優
照

　
　
　
ち
、
こ
れ
は
富
田
林
の
酒
造

業
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
更
に
紺
屋
・
さ
ら
し
や
の
衣

料
生
産
に
関
係
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
は
既

に
み
た
禁
制
に
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
「
座
」
を
組
織
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
、
こ
れ
ら
の
う
ち
鍛
冶
関
係
は
河
内
が
丹
南
鋳
物
師
の

存
在
で
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
多
数
存
在
す
る
の
も
当
然
で

あ
り
、
農
具
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
生
産
に
励
ん
だ
も
の
と
見
ら
れ

る
。
衣
料
関
係
は
、
紺
屋
が
富
田
林
周
辺
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
代
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
ぞ
き
る
。
そ
れ
は
衣
料
生
産
の
発
展

を
示
し
て
お
り
、
原
料
が
木
綿
と
確
定
で
き
る
材
料
は
な
い
が
、
木

16　（16）



寺内町の構造と展開（脇rの

棉
裁
培
は
予
想
以
上
に
早
く
拡
大
し
て
い
る
か
ら
、
綿
織
物
を
考
え

て
も
差
支
え
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
電
又
周
辺
農
村
の
農
業
生
産
と
結

び
付
き
、
そ
の
集
散
と
加
工
業
の
中
心
に
富
田
林
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。

　
か
く
し
て
富
田
林
で
は
鍛
冶
。
紺
屋
等
の
職
人
が
存
在
し
、
厨
辺

農
村
の
経
済
的
中
心
と
な
り
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
は
単
に

こ
の
小
丘
域
内
に
お
け
る
社
会
的
分
業
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

当
時
判
明
す
る
都
市
。
高
槻
。
富
田
の
場
合
に
も
同
様
の
例
が
見
出

　
⑥さ

れ
、
各
地
に
か
か
る
小
市
場
上
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ

せ
る
。
た
だ
こ
の
小
市
場
圏
と
大
坂
。
堺
の
如
き
大
都
市
と
の
関
連

は
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
の
経
済
的
影
響
が
、
か
か
る
小
都
市
の
成

立
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
た
か
は
今
後
の
問
題
と
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

．
そ
れ
で
は
こ
の
職
人
層
が
い
か
な
る
形
で
存
在
し
た
か
、
気
付
い

た
点
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
鍛
冶
は
、
貞
享
三
年
宗
門
改
帳
に
よ
れ
ば
、
当
瞳
存
在
す
る
鍛
冶

九
軒
一
か
す
。
へ
て
檀
那
寺
を
新
堂
村
に
、
お
き
、
内
七
軒
一
か
光
成
皿
寺
一
応
寸

の
檀
家
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
半
世

紀
以
上
・
も
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
彼
等
が
す
べ
て
新
堂
心
村
出
身
を
示

し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
中
世
期
鍛
冶
は
村
落
に
分
散
定

　
　
　
　
　
⑥

着
し
て
い
る
か
、
廻
撮
す
る
隊
商
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
彼
等
は
強
固
な
岡
津
組
舎
を
結
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
寺
内
跡
成
立
に
際
し
て
こ
こ
に
移
住
定
着
し
た
後
も
そ
の
「
存

在
形
態
は
尚
従
来
の
余
風
を
残
し
て
い
た
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
宗
門
改
め
の
時
、
新
堂
村
一
ケ
寺
に
集
中
し
て
壇
家
と
な
つ
だ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
鍛
冶
の
都
市
集
中
が
社
会
的
分

業
の
一
歩
前
進
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
彼
等
の
寺

内
町
に
お
け
る
在
り
方
を
も
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に

関
連
し
て
、
文
禄
検
地
帳
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
現
わ
れ
る
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

嚢小小慰

嬬屋：屋：屋やや
は

h

六
〇
坪
　
　
　
　

ひ
け
与
三
左
衛
門

四
坪
　
　
　
　
　
　
源
十
郎

五
　
坪
・
　
　
　
な
へ
や
　
甚
左
衛
門

四
。
五
坪
　
　
　
し
ん
ほ
ち
　
弥
　
兵
衛

四
・
五
坪
　
　
　
く
す
し
ノ
　
宗
　
衛
　
言

い
ず
れ
も
屋
敷
・
畠
の
内
容
記
載
が
な
い
こ
と
、

源
十
郎
を
「
か
じ
源
十
郎
」
と
同
一
人
物
と
す
れ
ば
、
与
三
左
衛
門

は
職
業
不
明
で
あ
る
が
「
か
な
や
」
を
有
し
て
い
る
所
か
ら
、
三
名

が
鍛
冶
関
係
の
附
属
小
屋
ぞ
あ
る
こ
と
、
他
の
二
名
馬
し
ん
ほ
ち
、

ユ7（17）



く
す
し
と
生
業
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
が
注
自
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
甚
だ
意
味
が
不
明
で
あ
る

が
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

　
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
年
貢
地
な
の
ぞ
あ
ろ
う
が
、

こ
の
帳
面
が
村
方
の
控
乃
至
写
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
従
来
の
関
係
を

反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
所
有
者

の
内
容
か
ら
み
て
、
と
く
に
前
三
江
は
そ
の
職
業
か
ら
、
御
坊
か
豊

中
に
所
属
し
、
職
業
を
生
か
し
て
の
奉
仕
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
年

貢
課
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寛
永
寺
万
改
帳
に
は

紺
屋
そ
の
他
の
役
引
家
が
十
二
軒
あ
る
が
、
紺
屋
の
場
合
、
寺
内
町

当
時
よ
り
領
主
へ
の
諸
役
御
免
の
由
緒
を
伝
え
て
お
り
、
鍛
冶
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
か
る
特
別
待
遇
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
場
合
、
鍛
冶
が
御
坊
の
附
属
工
房
か
、
漫
芸
の
云
わ

ば
「
村
抱
え
」
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
柳

か
注
目
す
べ
き
か
と
考
え
る
。

　
以
上
不
充
分
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
農
民
経
済
に
密
接
な
関
係
を

も
つ
職
人
層
が
寺
内
町
の
中
堅
構
成
員
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
及
び

そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
若
干
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
次

に
寓
田
林
の
商
人
層
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　π
商
人
　
商
人
と
思
わ
れ
る
も
の
は
比
較
的
少
い
。
　
「
と
い
」
と
あ

（る
も
の
、
山
か
や
。
な
か
や
の
如
く
屋
号
を
竜
つ
も
の
な
ど
無
名
た

ら
ず
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
商
人
層
は
当
面
富
田

林
で
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
既
に
貞
享
期
指

摘
し
た
よ
う
に
、
八
人
衆
を
中
心
と
し
て
遠
隔
地
取
引
に
従
事
す
る

商
人
、
酒
造
家
の
有
力
な
一
団
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
が
果
し
て
何

時
頃
よ
り
か
よ
う
な
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
が
問
趣
で
あ
る
。

今
、
文
禄
慶
長
期
と
系
譜
的
に
辿
り
う
る
も
の
は
、
僅
か
二
例
で
は

あ
る
が
判
明
す
る
。
そ
の
一
例
は
「
ぬ
の
や
甚
介
」
で
あ
る
が
、
彼

は
先
に
貞
享
三
年
半
紹
介
し
た
「
布
屋
清
左
衛
門
」
の
祖
父
に
あ
た

る
も
の
で
あ
る
。
清
左
衛
門
は
当
時
長
崎
・
江
州
と
も
取
引
す
る
問

屋
で
あ
り
、
か
つ
慶
安
元
年
廻
り
庄
屋
制
を
布
い
た
際
、
第
一
番
に
庄

屋
を
勤
め
た
有
力
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
祖
父
も
「
ぬ
の
や
」
と
し

て
現
わ
れ
る
以
上
、
文
禄
期
に
も
遠
隔
地
取
引
を
も
5
3
こ
な
い
う
る

富
商
ぞ
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
「
ぬ
の
や
」
で
あ
る
こ
と
は
、
紺
屋
の
存
在
と
あ

わ
せ
て
、
当
地
方
の
農
民
経
済
を
基
礎
と
す
る
問
屋
の
出
現
を
示
し

て
い
よ
う
。
そ
し
て
慶
長
十
三
年
の
記
載
が
少
い
中
で
、
唯
一
つ
ぬ

の
や
が
文
禄
期
よ
り
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と

18　（18）



寺内町の構造と展開（脇田）

考
え
る
。
他
の
一
例
は
山
か
や
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
代
の
史
料
に

現
わ
れ
る
が
、
貞
享
時
、
自
家
奉
公
人
四
郎
兵
衛
を
熊
野
商
似
に
出

し
て
い
る
竜
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
商
人
層
に
つ
い
て
云
え
ば
、
文
禄
・
慶
長
期
、
富
田
林

で
は
商
人
の
存
在
は
少
く
、
固
定
店
舗
を
竜
つ
と
思
わ
れ
る
小
売
商

人
を
史
料
の
上
か
ら
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
従
っ
て
小
売
商
人
の
存

在
は
尚
脆
弱
で
、
流
通
過
程
に
お
け
る
分
業
は
余
り
進
ん
で
い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
既
に
文
明
年
間
天
王
寺
に
は
常
住
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

物
売
屋
が
出
現
し
て
お
り
、
富
田
林
に
常
設
店
舗
が
存
在
す
る
こ
と

は
疑
い
な
い
が
、
職
人
と
し
て
生
産
す
る
一
方
販
売
に
携
る
例
や
、

上
層
の
問
屋
暦
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き

は
遠
隔
地
取
引
を
営
む
よ
う
な
問
屋
層
の
出
現
を
推
定
ぞ
き
る
こ
と

で
、
こ
の
こ
と
は
戦
国
末
期
平
野
郷
・
堺
な
ど
の
豪
商
が
全
国
的
に

進
出
を
試
み
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
が
、
富
田
林

　
　
　
⑨

や
泉
佐
野
の
如
き
在
町
の
商
人
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
追
随
す
る
動
き
の
あ

る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
堺
商
人
の
領
主
側
の
要
求
を
み
た
す

商
品
で
は
な
く
し
て
、
と
く
に
衣
料
品
の
如
き
大
衆
的
商
品
を
媒
介

と
し
て
有
力
な
商
人
が
現
わ
れ
、
か
つ
発
展
の
方
向
を
示
し
て
い
た

こ
と
は
注
目
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

黒
し
や
先
に
愛
鳥
し
婁
七
σ
余
響
堕
し
・
詫
騒

（ら
か
に
家
持
・
借
屋
の
階
層
と
し
て
の
定
着
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
ぞ
は
彼
等
の
生
計
は
い
か
に
営
ま
れ
て
い
た

か
が
問
題
な
φ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
残
存
す
る
史
料
が
検
地
帳

で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
追
求
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
文

禄
検
地
帳
に
「
日
く
ら
し
源
六
」
が
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
都
市
・

町
場
の
場
合
、
閾
傭
的
存
在
、
雑
業
に
従
事
す
る
浮
游
層
を
吸
収
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

う
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
恐
ら
く
か
し
や

層
は
小
作
人
乃
至
日
傭
的
存
在
と
し
て
生
計
を
営
ん
だ
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
か
く
し
て
文
禄
・
慶
長
期
の
史
料
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を

要
約
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
富
田
林
が
当
時
の
商
品
経
済
の
発
展
上
に

占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
富
田
林
は
成
立
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
た
町
場
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
寛
永
期

商
人
地
主
・
中
小
町
民
（
生
産
者
的
申
農
）
・
貧
農
半
プ
獄
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
三
階
層
が
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
で
文
禄
9
慶
長
期
に
は
、
一

般
的
に
云
え
ば
家
持
・
借
屋
の
近
世
的
身
分
序
列
が
定
着
し
て
お
り
、

先
の
分
析
に
も
窺
え
る
よ
う
に
寛
永
期
へ
の
発
展
は
こ
こ
に
明
瞭
に
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認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
と
の
対
比
に
冶
い
て
富
田
林
の
構

成
を
述
。
へ
て
お
こ
・
り
。

　1
富
田
林
の
支
配
層
た
る
八
人
衆
を
中
心
と
す
る
一
群
。
こ
れ
ら
は

く寺
内
町
創
設
以
来
の
門
閥
層
で
あ
り
、
貝
塚
に
お
け
る
佐
郷
屋
や
誉

　
　
　
　
⑪

田
屋
の
如
く
、
座
乃
至
商
業
上
の
特
権
を
有
し
た
商
人
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
通
常
云
わ
れ
る
門
閥
町
人
の
定
義
が
明
確
で
な
い

が
、
惣
の
頂
点
に
た
つ
八
人
衆
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
支
配
の
内
容
に

農
村
の
土
豪
が
有
す
る
隷
属
的
支
配
を
予
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
む
し
ろ
「
ぬ
の
や
丁
年
」
の
如
き
問
屋
的
支
配
に
た
つ
商
人
従

っ
て
旧
来
の
遠
隔
地
商
人
に
対
し
て
、
新
し
い
商
業
へ
の
方
向
が
文

禄
期
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
と
考
え
る
。

　X
中
堅
町
民
だ
が
、
自
営
農
民
と
職
人
層
が
中
心
と
な
る
。
寛
永
導

く
の
商
人
が
少
い
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
樽
入
は
一
部
に
は
御
坊
或
い

は
心
中
と
特
殊
な
夫
役
奉
仕
関
係
を
結
ん
で
い
た
者
も
存
在
し
た
で

あ
ろ
う
が
、
一
般
に
は
近
郊
農
民
の
需
要
に
応
じ
て
労
働
す
る
独
立

の
小
生
産
者
ぞ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
同
業
組
合
を
結
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

璽
か
し
や
層
は
、
小
作
乃
至
日
傭
的
存
在
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
1

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　互
の
情
況
か
ら
み
・
れ
ば
尚
隷
属
度
の
強
い
闘
係
を
予
想
し
な
け
れ
ば

く

な
ら
な
い
と
懇
う
み

　
以
上
で
富
田
林
の
階
層
構
成
を
み
た
が
、
要
す
る
に
寛
永
期
明
瞭

に
富
食
事
が
在
郷
，
町
と
し
て
成
立
し
、
近
隣
を
含
む
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
商
品
経
済
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
時
期
と
対
比
し
て
、
ほ
ぼ
そ
の

階
層
構
成
の
祖
型
を
見
出
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寺
内

町
の
内
容
が
か
か
る
も
の
と
す
れ
ば
こ
れ
が
占
め
た
地
位
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
世
末
期
、
商
贔
経
済
の
発
展
は
各
地
に
定
期
市
を
う
み
だ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
⑧

石
川
谷
で
も
古
市
、
三
日
市
の
地
名
が
示
す
よ
う
に
定
期
市
が
5
3
こ

な
わ
れ
た
ら
し
く
、
又
森
屋
村
に
も
市
が
開
催
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ

や
泉
佐
野
の
考
に
寄
々
に
は
六
野
市
が
開
か
れ
信
編
・

や
が
て
町
場
へ
自
然
的
に
進
化
し
て
い
っ
た
例
と
は
異
る
が
、
富
田

林
や
大
ケ
塚
の
出
現
は
、
や
は
り
先
の
市
の
機
能
を
う
け
つ
い
で
、

新
し
く
こ
の
時
期
に
商
品
流
通
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
町
々
は
町
場
と
し
て
成
立
し
た
と
は
い
え
、
そ
の

発
展
は
尚
未
熟
で
あ
り
、
交
禄
・
慶
長
期
に
は
固
定
店
舗
と
と
も

に
、
市
が
有
力
な
商
品
交
換
の
場
と
し
て
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
富
田
林
に
も
市
場
筋
の
名
称
が
あ
る
が
、
近
隣
大
ケ
塚

で
は
、
慶
長
七
年
伊
藤
左
馬
頭
則
長
の
定
に
よ
っ
て
、
南
北
大
ケ
塚
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寺内町の構造と展開（脇閑）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
は
分
れ
て
い
る
が
、
毎
日
市
が
た
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

従
っ
て
、
当
時
の
寺
内
町
は
、
市
と
固
定
店
舗
の
両
者
に
よ
っ
て
商

品
交
換
の
機
能
が
果
さ
れ
て
い
た
、
云
わ
ば
市
町
と
も
云
う
べ
き
段

階
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
在
町
の
発
生
の
場
合
、
か
か
る
寺
内

町
ぞ
は
明
確
で
あ
る
が
、
，
自
然
進
化
的
な
都
市
の
場
合
に
は
そ
の
町

場
と
し
て
の
確
立
を
ど
の
よ
う
な
指
標
を
と
っ
て
考
え
る
か
は
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
人
口
の
多
寡
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
ぞ
は
な
く
、
商
工
業
聚
落
と
し
て
の
独
自
の
機
能
を
考
慮
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
中
で
商
晶
経
済
の
発
展
の
程
度

に
応
じ
て
、
幾
つ
か
の
段
階
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

市
町
は
発
展
の
初
期
の
段
階
に
あ
り
、
や
が
て
市
は
消
滅
し
、
店
舗

を
中
心
に
町
が
発
展
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
大
ケ
塚
で
の

市
の
開
催
を
記
し
た
河
内
屋
漏
正
は
元
禄
の
人
ぞ
あ
り
、
彼
が
「
往

古
」
の
市
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
寛
永
期
に
は
市
が
消
滅

し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
富
田
林
が
当
時
既
に
進
ん
だ
様

相
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
二
つ
の
寺
内
町
は
、
文
禄
・

慶
長
期
に
は
市
町
と
し
て
の
最
終
的
段
階
に
あ
り
、
寛
永
期
に
は
市

は
溝
滅
し
て
、
そ
の
商
業
中
心
は
発
達
し
た
小
売
店
舗
ト
ー
日
常
消

費
小
売
店
舗
な
ど
－
ー
ー
に
移
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
寺
内
町
の
厨
辺
に
は
、
ほ
ぼ
一
。
二
里
の
小
市
場
圏

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
内
部
で
は
局
地
的
な
分
業
が
発
生
し
、
商
品
交

　
　
，
⑯

換
と
金
融
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
小
市
場
圏
は
当

面
問
題
と
な
る
畿
内
先
進
地
域
で
は
．
平
成
広
汎
に
成
立
し
て
い
た
。

三
河
泉
地
域
に
お
け
る
富
田
林
・
大
ケ
塚
・
平
野
郷
・
天
王
寺
・
住

吉
。
石
山
（
大
阪
）
。
堺
。
貝
塚
。
泉
佐
野
と
諸
都
市
群
の
存
在
は
、

こ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。
だ
が
こ
の
小
市
場
圏
は
当
然
孤
立
し
た
存

在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
互
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
て

い
た
。
そ
も
そ
も
室
町
期
に
は
堺
・
奈
良
・
京
都
の
如
き
大
都
市
・

荘
園
領
主
。
室
町
政
権
の
如
き
権
力
に
つ
な
が
っ
て
、
そ
れ
に
支
え

ら
れ
て
大
き
く
発
展
し
た
都
市
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
畿
内
商
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

圏
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
成
立
せ
し
め
て
い
た
。
従
っ
て
先
の
小
都

市
は
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
大
都
市
の
豪
商
の
支
配
下
に
掌
握
さ
れ
て
い

た
と
み
て
よ
い
。
例
え
ば
堺
か
ら
東
へ
狭
山
丘
陵
迄
、
ま
た
南
は
貝

塚
迄
、
相
当
広
汎
囲
に
わ
た
っ
て
町
場
の
発
生
を
み
て
い
な
い
こ
と

は
、
近
世
よ
り
考
え
て
、
明
ら
か
に
堺
の
商
権
の
強
さ
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
成
立
し
た
都
市
に
あ
っ
て
も
堺
の
影
響
を
免

れ
な
か
っ
た
。
千
利
休
が
堺
の
豪
商
と
し
て
、
瀦
泉
一
円
の
問
丸
を

支
配
し
、
泉
南
の
響
町
「
佐
野
絶
し
ほ
魚
座
」
を
差
配
し
て
い
た
の
は
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⑱

一
刎
で
あ
る
が
、
堺
の
影
響
の
広
が
り
と
強
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
し
か
し
中
世
末
期
に
寺
内
町
を
含
む
在
町
の
成
立
が
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
は
、
い
か
に
堺
の
如
き
都
市
の
流
通
圏
に
包
含
さ
れ
て
い
よ

う
と
も
、
既
に
新
し
い
展
開
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
文
字
通

り
の
遠
隔
地
商
業
の
段
階
か
ら
、
そ
の
基
礎
に
農
民
経
済
の
発
展
を

予
定
し
た
商
品
流
通
へ
と
移
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

明
ら
か
に
近
世
祉
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

①
文
禄
五
年
は
表
紙
に
は
「
河
州
石
川
郡
當
田
林
扁
と
あ
り
、
検
地
奉
行
は

　
不
明
で
あ
る
が
、
同
三
年
に
こ
の
周
辺
の
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
た
際
は
、

屋敷数並二登録人数変化衷

麗敷
筆数

223

244

蟹畷籔
388　149
355

210　44
1　2s，

285

三二5（1596）

慶長9（1604）

慶長ユ3（1608）

寛永21（1644）

増
田
長
盛
で
あ
っ
た
。
慶
長
九
年
は
「
富

田
林
尾
敷
帳
一
事
」
と
あ
り
非
公
式
の
も

の
。
同
十
三
年
は
「
冨
田
林
屋
五
方
御
検
地

帳
」
で
片
桐
且
元
が
検
地
奉
行
で
あ
る
。

こ
の
後
二
珊
は
屋
敷
分
と
な
っ
て
い
る

が
、
畠
地
を
含
む
全
体
を
検
地
し
畳
て
い
る
。

そ
の
分
析
は
、
上
表
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
僅
々
十
数
年
で
変
化
が
あ
る
。

詳
述
は
さ
け
る
が
、
前
二
冊
と
十
三
年
検

地
帳
に
は
登
録
人
数
の
変
化
と
と
も
に
、

記
載
様
式
も
坪
表
示
か
ら
石
高
表
示
へ
と

変
化
し
て
い
て
、
こ
の
内
容
確
定
は
困
難

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
寛
永
期
か
ら
の
腔
腸
に
よ
り
、
十
三
年
の
そ
れ
を
採

②

用
し
、
か
つ
履
敷
数
は
ほ
ぼ
正
確
で
登
録
人
数
が
異
動
の
激
し
い
こ
と
に

注
目
し
た
。
こ
の
前
二
者
の
内
容
か
ら
家
族
構
成
が
複
合
的
で
あ
る
こ
と

を
予
想
す
る
の
は
課
り
で
あ
る
こ
と
は
寛
永
期
が
小
家
族
構
成
で
あ
る
こ

と
、
屋
敷
数
の
急
激
な
変
化
の
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尚
高

槻
の
丈
禄
検
地
帳
と
元
和
検
地
帳
も
同
様
の
情
況
を
示
し
て
い
る
。
　
（
中

部
よ
し
子
氏
「
城
下
町
高
槻
の
成
立
」
『
大
名
領
国
と
城
下
町
』
）
私
は
町

場
で
は
当
初
か
ら
小
家
族
梅
成
で
あ
り
、
検
地
帳
か
ら
単
純
に
家
族
憐
成

を
ひ
き
だ
す
の
は
考
慮
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

慶長9文禄5
3ss

62

60

100％

IZ46

16．90

22　6．19

68ユ9．15

3楽髪
7g｝20．　io

107　27．　57

登録人数

地　　名

職　　名

屋　　号

その他
不　　開

212　59．71264　68．　04計

　
周
覧
記
載
は
全
登
録
人
数
に
対

し
て
六
割
前
後
と
な
っ
て
い
る
か

ら
、
実
数
は
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ

る
が
、
大
体
の
傾
向
を
う
る
に
は

差
支
え
な
い
と
考
え
た
。

慶
長
九
年
そ
の
他
に
は
人
名
を
肩

書
に
し
た
も
の
が
入
っ
て
い
る
。

③
豊
田
武
氏
『
日
本
の
封
建
都
市
』
　
一
五
五
頁

④
近
世
で
は
寛
文
年
間
よ
り
紺
屋
役
銀
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
富
田
林
四

　
匁
三
分
、
毛
人
谷
村
三
一
匁
九
分
一
厘
、
新
堂
村
六
　
一
匁
七
厘
、
中
野
村

　
壱
匁
七
分
野
匝
、
計
百
匁
を
富
田
林
で
一
括
し
て
定
博
し
た
。
そ
れ
に
よ

　
れ
ば
隣
村
毛
平
谷
新
堂
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
は
一
団

　
と
し
て
木
綿
加
工
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
中
部
氏
前
掲
論
子
牛
ら
び
に
大
鎌
歴
史
学
会
大
会
報
砦
。
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寺内町の構造と展聡（脇田）

⑥
泉
南
に
お
け
る
鍛
冶
仲
間
に
慶
長
九
年
二
月
十
七
日
付
で
片
桐
且
元
よ
り

　
諸
役
三
分
一
免
を
申
渡
し
て
い
る
が
、
彼
等
は
村
内
に
居
住
し
、
高
も
五

　
〇
石
余
の
上
層
農
民
か
ら
、
無
高
迄
に
及
ぶ
が
圧
倒
的
に
中
農
が
多
い
。

　
　
（
続
編
加
寝
汗
免
草
紙
）

⑦
こ
の
解
釈
に
は
永
島
福
太
郎
先
生
か
ら
御
教
示
を
う
け
た
。

⑧
「
天
王
寺
執
行
政
所
引
付
」

⑨
佐
野
は
漁
港
で
も
あ
り
、
そ
の
活
動
は
中
世
期
末
五
島
・
壱
岐
に
も
及
ん

　
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
市
川
上
実
計
氏
御
教
示
に
よ
る
。
な
お
『
泉
佐

　
野
市
史
』
論
述
予
定
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧
前
掲
、
拙
稿
「
奉
公
人
」
論
文
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑳
前
掲
禰
尾
氏
論
文
に
よ
れ
ば
、
佐
郷
屋
は
二
三
、
誉
田
屋
は
貝
塚
よ
り
堺

　
の
海
上
輸
送
の
独
占
権
を
も
つ
て
い
る
。

⑫
古
市
の
地
名
も
そ
う
で
あ
る
が
観
心
寺
交
書
～
七
九
に
は
「
古
市
二
面
飯

　
酒
」
の
記
載
が
あ
り
、
元
禄
期
に
は
毎
日
市
が
た
つ
町
場
的
存
在
で
あ
る
。

⑧
前
掲
『
河
内
石
川
工
学
衝
調
査
報
告
』
薫
五
五
頁
。

⑭
柴
田
実
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
。

⑲
前
掲
『
河
内
石
川
村
学
術
調
査
報
告
』
三
五
六
頁
。

⑯
第
」
堂
・
の
「
札
つ
か
い
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
平
野
郷
「
末
告
氏
の
場
含
で

　
も
文
禄
慶
長
期
既
に
豪
商
と
し
て
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
貸
付
先
は
近

　
郷
桑
津
口
中
、
新
在
家
的
中
喜
連
平
兵
衛
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一

　
つ
の
参
考
に
な
る
。
　
（
東
末
吉
交
書
三
「
天
文
二
十
年
万
貸
日
記
」
京
大

　
影
写
本
）

⑰
原
田
至
要
氏
「
中
世
の
商
業
」
日
本
歴
史
謙
座
巻
三
。

⑱
豊
田
武
貯
『
堺
』
二
六
頁
。

む
　
す
　
び

　
以
上
、
一
二
章
に
わ
た
っ
て
寺
内
町
の
構
造
と
そ
の
展
開
を
、
主
と

し
て
富
田
林
を
中
心
に
眺
め
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
富

田
林
を
始
め
と
す
る
一
連
の
小
都
市
の
動
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

考
え
る
。

　
す
な
わ
ち
日
本
封
建
制
の
展
開
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
都
市
の
発
展

は
重
要
な
音
心
味
を
も
つ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
都
市
。
商
業
の
発
展
が

そ
の
ま
ま
、
封
建
制
度
を
衰
退
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
場
合

に
は
そ
の
強
化
億
一
封
建
反
動
を
よ
び
起
す
こ
と
も
あ
り
え
た
。
そ

の
…
易
合
、
都
市
は
封
建
社
会
と
対
立
す
る
竜
の
で
あ
り
な
が
ら
、
却

っ
て
そ
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
都
市
の
基
盤
が
、
封
建
領
主
の
地
代
や
遠
隔
地
商
業
の
利
潤
に

よ
る
限
り
、
か
か
る
方
向
も
止
む
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
と
は
し
ば
し
ば
密
接
に
絡
み
あ
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

直
接
生
産
者
の
間
の
分
業
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
、
云
わ
ば
下
か
ら

の
都
市
出
現
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
や

が
て
は
封
建
制
を
解
体
さ
せ
る
起
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
＝
ハ
世
紀
日
本
に
お
け
る
都
市
発
展
は
、
そ
の
多
く
が
封
建
領
主
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側
の
積
極
酌
な
上
か
ら
の
建
設
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も
一
方
で
は
本

論
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
小
都
市
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
い

す
る
。
そ
れ
は
近
世
在
郷
町
に
つ
な
が
り
、
近
世
日
本
を
蜘
蛛
の
巣

の
結
節
点
の
如
く
お
お
っ
た
屯
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
基
本
的

に
は
領
主
財
政
に
寄
生
す
る
存
在
で
は
な
く
、
既
に
余
剰
生
産
を
生

み
出
し
て
い
た
此
地
方
の
農
民
が
商
品
流
通
の
場
と
し
て
発
達
さ
せ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
一
六
世
紀
末
期
に
は
こ
の
都
市
と
農
村

を
含
む
小
市
場
圏
の
内
容
は
単
な
る
自
給
経
済
の
充
足
的
段
階
を
は

る
か
に
超
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
畿
内
の
先
進
地
域
に
み
・
ら
れ
る
様
相
は
、
こ

の
地
域
が
荘
園
領
主
、
室
町
幕
府
の
所
在
地
と
し
て
、
全
体
と
し
て

彼
等
の
年
貢
収
取
や
封
建
的
利
得
に
う
る
お
っ
た
、
い
わ
ば
特
異
な

早
熱
的
地
域
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
他
地
域

に
お
け
る
農
民
的
市
場
が
町
場
と
し
て
成
立
す
る
時
期
か
ら
み
れ
ば
、

ほ
ぼ
一
世
紀
の
ず
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
一
つ
に
は
畿
内
先
進
地
域
が
他
地
域
を

リ
ー
ド
し
て
、
三
国
的
市
場
を
形
成
す
る
雪
面
と
、
他
方
で
は
封
建

領
主
が
こ
れ
に
対
応
し
、
新
し
い
体
制
一
幕
藩
体
制
を
生
み
だ
す
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
領
主
に
と
っ
て
必
要
な
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
織
豊
政
権
か
わ
幕
藩
体
制
に
か
け
て
「
集
権
的

封
建
制
」
と
も
云
う
べ
き
、
集
中
し
た
封
建
体
制
が
現
わ
れ
、
そ
れ

が
「
尤
も
商
品
た
P
得
べ
き
米
の
農
罠
の
下
に
お
け
る
商
品
化
を
阻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

止
す
る
特
殊
な
生
産
物
地
代
」
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
商
農
分
離

政
策
な
ど
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す

ぐ
れ
た
都
市
商
業
の
研
究
者
で
あ
る
磁
極
武
氏
。
原
田
伴
彦
氏
が
提

　
　
　
　
　
　
②

出
さ
れ
た
聞
題
は
、
こ
の
意
味
で
農
村
史
に
お
け
る
最
近
の
通
説
を

含
め
て
、
幕
藩
体
制
成
立
の
再
評
価
を
お
こ
な
う
こ
と
を
要
請
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
も
そ
う
し
た
検
討
の
一
つ
と
し
て
こ
の
小
論

を
か
き
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

①
安
良
城
盛
昭
氏
『
封
建
領
主
制
の
確
立
』
　
一
六
八
頁
。

⑨
豊
田
武
氏
「
織
豊
政
権
」
日
本
歴
史
講
座
三
巻
な
ど

　
原
田
伴
彦
氏
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』

　
〔
追
記
〕
本
論
は
京
大
臨
史
研
究
室
畿
内
村
落
の
研
究
の
一
環
と
し
て
お
こ

　
な
っ
た
調
査
の
報
告
で
あ
る
。
ヒ
ス
ト
リ
ア
所
収
の
論
文
と
併
せ
て
御
覧

　
接
ぎ
た
い
。
な
お
調
査
に
際
し
て
、
農
学
部
三
橋
時
雄
先
生
を
始
め
諸
学

　
友
に
お
批
話
に
な
っ
た
。
ま
た
史
料
は
杉
山
家
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、

　
快
く
披
見
を
許
さ
れ
た
杉
山
孝
干
氏
に
紙
諏
を
か
り
て
．
厚
く
御
礼
を
申
し

　
あ
げ
た
い
。
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Jiuai－machi（寺内町），　its　Structure　and　its　Development

by

Osamu　Wakita

　　In　the　sixteenth　century，　as　it　is　known，　there　was　a　group　of

Jinαi－mαclzi（寺内町）or　cities　within　the　temples　in　the　development

of　the　feudal　cities　in　Japan．　This　ess’ay　treats　the　existence　and

structure　of　Tondα一bayashi（富田林）established　on　the　Sδ（惣）uni－

onization　of　its　inhabitants　in　its　formation．　The　establishment　of

these　lesser　cities　explains　the　development　of　peasant　economy　in

’the　advanced　area，　and　they　prove　to　have　developed　their　petit－

bourgeois　market　area　as　early　as　the　first　half　of　the　seventeenth

century　and　to　have　the　starting－point　by　which　the　feudalism　in　the

Shogunate　era　was　disturbed．　The　establishment　of　the　lesser　cities

in　the　sixteenth　century，　therefore，　contrary　to　the　common　interpre－

tation，　appears　also　to　prove　the　epoch　that　the　feudalism　in　Japan

．was　disturbed　and　reestablished　as　a　centralized　＄ystem，　which　qp－

pears　to　require　further　many－sided　research　of　the　character　in

Shoku－hδ　（織豊）　administration．

The　Village　Community　Construction　and　Uchiwake－

　　　　　mura（内わけ村）of　the　Clan　Government

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Kishdi（紀州）

　　　　　　　Ma三nly　on　the　basin　of　the　River　Hi（ialea（日高）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tadashi　Kondo

　　This　essay　treats　the　community　construction　of　villages　in　the

Kishab（紀州）clan　mainly　on　the　basin　of　the　River　llidaka　（日高）．

In　case　of　a　village　which　consisted　of　some　communities，　except　one

community，　its　constituents　were　called　Kona（小名），　of　which　there．

were　two　1〈inds－one　was　the　cOmbination　of　the　crowded　Kona

．and　the　other　of　the　scattered　Kona．　The　former　Konα　（小名）are

on　an　equality　with　each　other，　and　the　latter　had　one　Motomura－

kona（本村小名）to　which　the　rest　belonged。　Besides，　there　were

treated　administratively　aS　those　・within　one　vMage’ ≠撃狽?ｏｕｇｈ　they

were　regarded　as　the　communitles　without　the　village　：　the　village　to

which　such　Kona　belonged　was　called　v140to－mura（本村）and　also　the

（88）


