
織
豊
期
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
動
向
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大
和
今
井
↓
大
和
を
中
心
と
す
る

朝

倉
．

弘

　
　
【
要
約
日
秀
審
政
権
の
成
立
l
y
幕
藩
体
制
の
確
立
に
よ
つ
て
村
落
共
同
体
は
封
建
支
配
の
対
象
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
っ
た
・
こ
の
場
合
・
右
村
落
共
w

蕪
灘
醗
薦
灘
蜘
繋
鐸
編
購
辮
聯
繋
鍵
蟹
脇
灘
…

1
　
は
　
し
　
が
　
き

　
太
閤
検
地
及
び
近
世
初
期
の
検
地
に
関
連
す
る
問
題
の
一
つ
に
「
髪
切
」
が

あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
技
術
的
に
は
村
落
の
外
殻
の
確
認
、
明
確
化
↓
村
落
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

場
の
把
握
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
隅
時
に
村
落
共
同
体
の
把
握
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
右
の
検
地
に
関
連
し
て
以
上
の
方
法
に
よ
っ
て
村
落
共
同
体
を
把
握

し
、
こ
れ
を
封
建
支
配
の
対
象
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
帳
の
記
載
様
式
か
ら
も
伺
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
年
貢
諸
役
が
村
請
で

あ
る
点
か
ら
も
肯
け
る
断
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
把
握
さ
れ
た
の
が
近
世
的
な

（
一
応
封
建
的
）
村
落
共
同
体
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
柑
落
共
同
体
は
置
型
末
の

郷
村
制
に
そ
の
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
そ
の
外
殻
に
つ
い
て

は
戦
瞬
期
、
在
地
に
お
け
る
封
建
領
主
支
配
が
ピ
円
化
す
る
な
か
で
す
で
に
そ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
の
形
成
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
外
殻
に
お
い
て
近
世
的
な
戦
国
期
の
村

　
　
落
共
同
体
は
そ
の
実
態
に
お
い
て
封
建
的
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
の
で

　
　
あ
る
が
、
こ
の
村
落
共
哺
体
は
戦
国
末
÷
検
地
前
の
時
点
に
お
い
て
は
封
建
的

　
　
な
い
か
な
る
過
程
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
右
の
村
落
共
同

　
　
体
が
前
記
の
ご
と
く
太
閤
検
地
及
び
近
世
初
期
の
検
地
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た

　
　
村
切
に
よ
っ
て
封
建
支
瀧
の
魁
象
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
1
そ

　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
れ
は
右
の
検
地
が
封
建
社
公
の
一
応
の
完
成
を
意
味
す
る
か
、
な
い
し
は
そ
の

　
　
再
編
強
化
を
意
味
す
る
か
の
問
題
に
連
な
る
一
を
考
え
る
上
に
重
要
な
こ
と
と

　
　
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
さ
て
、
冶
の
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
え
る
疑
心
の
一
視
角
と
し
て
町

　
　
場
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

鵬
慧
鯉
鵜
墨
書
制
編
下
組
謹
話
簸
縫
”

向動
　
で
あ
ろ
う
。

㊨剛
　
本
稿
は
以
上
の
観
点
霊
っ
て
三
三
↓
検
地
前
の
鷺
に
お
け
る
町
場

灘
、
（
提
的
）
の
形
成
を
あ
き
ら
か
に
す
・
な
か
で
、
周
辺
欝
（
欝
は
・
づ

翻
れ
か
・
町
場
・
周
辺
・
し
霧
え
・
）
の
黛
業
体
及
び
そ
の
外
整
つ
い

けお
　
て
、
そ
れ
が
封
建
的
な
い
か
な
る
過
程
に
あ
っ
た
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の

に期
　
で
あ
る
。

豊織
　
　
地
域
的
に
は
町
場
的
形
戒
が
戦
悶
末
に
み
ら
れ
た
大
和
高
市
郡
今
井
村
（
現

奈
良
県
橿
原
驚
今
井
町
）
専
大
和
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
い
。

①
　
宮
尉
王
氏
「
太
閤
検
地
と
家
族
購
成
」
訓
令
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
｝
○
号
）
、

　
遠
藤
進
之
助
氏
「
近
世
初
期
検
地
に
お
け
る
「
村
」
の
成
立
」
（
一
社
聖
経

　
済
史
学
』
二
〇
一
二
）
、
後
藤
陽
｛
氏
「
大
会
報
告
置
」
　
（
〔
．
封
建
額
虫
制

　
の
確
立
縣
）
等
々
。

②
　
検
地
は
そ
の
結
果
で
あ
る
検
地
帳
の
記
載
様
式
か
ら
考
え
れ
ば
、
村
落

　
の
場
を
構
成
す
る
田
畠
（
荒
を
含
め
て
）
屋
敷
地
の
登
録
に
一
つ
の
中
心

　
目
的
を
お
い
て
い
る
。
そ
れ
は
村
雲
年
貢
賦
課
の
基
準
と
し
て
の
村
高
の

　
算
出
決
定
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
明
応
五
（
一
四
九
六
）
年
の
「
坂
倉
部
殿
証
文
」
と
し
て
の
「
子
爵
郁

　
郷
際
隠
之
事
」
　
（
天
保
＝
識
年
の
写
、
五
条
市
炎
野
、
田
中
錠
王
氏
蔵
）

　
に
よ
る
と
坂
二
部
郷
で
は
山
野
の
用
益
を
軸
と
し
て
郷
中
ご
一
ケ
村
が
共

　
同
体
的
関
係
を
形
成
し
て
い
た
が
、
こ
の
＝
一
ケ
村
の
外
殻
は
明
応
充
年

　
の
痔
点
に
お
い
て
明
確
化
し
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
「
荊
略

　
　
一
中
醤
大
野
村
之
堺
舞
ハ
ヒ
ト
ツ
カ
シ
ノ
北
ノ
谷
ノ
南
ノ
キ
シ
キ
ワ
中

　
　
　
村
之
池
迄
堺
捲
是
也

　
　
｝
山
陰
村
・
甲
村
と
の
堺
臼
は
フ
タ
マ
タ
池
ノ
堤
ヨ
リ
ホ
フ
ノ
太
丁
重
ヘ
ヲ

　
　
　
リ
サ
カ
リ
是
ア
リ
　
後
略
」

　
坂
合
部
は
口
和
山
間
で
あ
る
が
、
大
憩
平
坦
に
お
い
て
は
形
骸
的
に
庄
戸

　
領
空
支
配
が
残
存
す
る
側
煎
が
あ
る
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
村
落
共
同

　
体
の
外
殻
は
坂
合
部
郷
の
動
向
よ
り
考
え
て
、
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と

　
考
え
ら
れ
る
。

④
　
検
地
の
み
な
ら
ず
秀
齋
な
ど
の
と
っ
た
一
連
の
諸
政
策
を
も
含
め
て
考
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え
る
。

⑤
脇
渦
修
氏
「
寺
内
町
の
構
造
と
展
瞬
扁
（
　
、
史
林
』
四
一
ノ
一
）
、
中
部

一
よ
し
子
氏
「
大
阪
周
辺
在
郷
町
の
形
成
上
・
下
し
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
　
ご

　
○
・
二
一
号
）
参
照
。

寺
内
町
と
し
て
の
今
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
今
井
に
つ
い
て
は
す
で
に
永
島
福
太
郎
氏
の
す
ぐ
れ
た
労
作
が
あ
る
‘
。
本
稿

は
寺
内
町
と
し
て
の
今
井
を
取
扱
う
も
の
で
は
な
“
が
、
一
応
同
氏
の
業
績
に

も
と
ず
い
て
寺
内
晦
と
し
て
の
今
井
の
素
描
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。
今
井
村

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
前
身
で
あ
る
今
芽
庄
は
大
和
に
お
け
る
古
代
よ
り
の
重
要
交
通
路
で
あ
っ
た

「
下
つ
道
」
と
「
横
大
路
」
と
の
交
叉
点
で
あ
る
八
木
の
「
札
の
辻
」
　
（
後
図

参
照
）
を
簡
に
隔
る
こ
と
七
町
の
地
域
に
一
乗
院
領
庄
園
と
し
で
発
達
し
た
農

村
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
掴
期
を
通
じ
て
町
場
的
発
達
を
と
げ
て
ゆ
く
飛
雪
的

要
臨
と
し
て
は
天
文
二
（
一
胤
潔
纂
一
）
年
の
一
向
宗
道
場
（
↓
い
の
ち
称
念
寺
）

の
設
票
璽
ら
れ
鞭
嚢
謹
今
麓
養
を
門
徒
化
し
・
恐
ら
く
筆

の
才
能
な
ど
に
よ
っ
て
今
井
を
次
覆
寺
内
町
と
し
て
町
場
化
し
た
身
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
「
大
和
軍
記
偏
に
「
岡
津
都
器
量
ノ
者
ニ
テ
臨
町

四
方
二
堀
ヲ
堀
リ
廻
シ
土
手
ヲ
築
キ
、
内
二
町
回
ヲ
致
シ
、
方
々
ヨ
リ
人
ヲ
呼

ビ
集
メ
家
ヲ
作
ラ
セ
、
閣
巾
へ
商
礁
寸
イ
タ
サ
セ
、
又
牢
人
ヲ
呼
集
メ
．
云
た
扁
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
舞
場
の
構
築
と
そ
の
城
塞
化
に
よ
っ
て
難
、
内
町
と
し

て
の
原
型
を
完
成
し
九
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
時
機
は
、
城
、
塞
化
を
考
慮
に

入
れ
る
な
ら
ば
、
石
膚
本
願
寺
と
信
長
と
の
対
立
が
激
し
く
な
る
時
期
に
求
め

る
の
が
穏
当
で
あ
り
、
　
兀
亀
光
（
　
五
七
〇
）
年
以
降
、
今
井
が
腰
細
に
降
っ

た
天
正
三
（
一
五
七
五
）
年
占
萌
の
闘
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
僑
長
・
光
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
今
井
に
対
す
る
「
赦
免
状
」
は
と
も
に
「
今
井
郷
惣
中
」
宛
と
な
っ
て
お
り
、

兵
部
の
動
静
が
明
徴
を
欠
く
こ
と
よ
り
考
え
る
と
、
今
井
は
兵
部
な
き
ま
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

反
信
長
軍
と
し
て
一
応
立
ち
上
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
く
考
え
る
と
、
大

和
軍
記
に
は
前
記
の
ご
と
く
今
井
の
町
場
の
構
築
と
そ
の
城
塞
化
と
は
兵
蔀
に

よ
る
旨
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
惣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
る
余
地

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
井
に
お
け
る
惣
酌
結
合
の
形
成
と
寺
内
町
に
お

け
る
そ
の
比
露
の
大
き
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
尤
も
惣
に
よ
る
今
井
の

支
配
（
際
治
組
織
）
な
ど
に
つ
い
て
は
史
料
の
網
約
で
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
寺
内
町
と
し
て
の
今
井
に
お
け
る
惣
的
結
合
の
も
つ
比

重
よ
り
考
え
て
、
一
応
蕎
工
業
の
発
展
の
著
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。

①
「
新
都
市
の
発
達
扁
（
『
奈
良
交
感
の
伝
流
し
見
取
）
、
な
お
近
業
と
し

　
て
蝿
今
井
町
史
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

②
　
そ
の
一
乗
院
領
庄
繍
と
し
て
の
成
立
年
代
の
確
証
は
至
徳
三
（
二
轟
八

　
六
）
年
（
越
智
郷
反
銭
収
納
帳
）
で
あ
る
が
、
　
一
～
二
世
紀
さ
か
の
ぼ
る

　
と
考
え
ら
れ
る
（
『
今
井
㎏
史
』
四
九
頁
参
照
）
。

③
　

『
今
井
町
史
』
四
九
頁
参
照
。

＠
　
脇
頗
修
氏
「
寺
内
町
の
講
造
と
展
醐
に
《
史
林
し
四
一
ノ
一
、
一
二
～
四

124　（764），
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頁
参
照
4
。

⑤
　
環
濠
の
一
部
は
現
存
し
、
城
塞
化
の
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
な
お
、

　
合
－
井
の
田
畠
…
は
環
濠
外
と
な
っ
た
。

⑥
光
秀
よ
り
の
赦
免
状
に
は
「
河
瀬
兵
部
丞
殿
〕
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
加
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
由
緒
書
に
は
今
井
兵
部
は
河
瀬
民
鴇
南
と
さ

　
れ
て
い
る
（
『
今
井
町
史
㎞
七
五
頁
参
照
）
。

⑦
今
井
降
伏
後
、
今
井
郷
の
坊
主
と
し
て
然
る
べ
き
入
物
の
存
在
が
考
え

　
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
本
願
寺
再
興
に
好
意
を
与
せ
た
秀
吉
の
時
代

　
に
、
堺
今
井
氏
か
ら
出
て
本
願
寺
に
入
り
、
門
主
の
子
患
と
な
っ
た
ど
考

　
え
ら
れ
る
人
物
が
今
井
兵
部
の
名
跡
を
つ
い
で
今
弁
兵
部
卿
震
寿
と
な
つ

　
た
。
天
正
　
一
年
の
四
条
鍛
治
井
手
売
券
（
称
念
豆
蔵
）
の
宛
名
は
「
今

　
井
禰
寿
殿
」
と
な
っ
て
い
る
（
讐
A
ワ
井
町
史
臨
六
四
頁
以
下
参
照
）
。

皿
　
町
場
と
し
て
の
今
井

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
文
禄
検
地
帳
を
手
が
か
り
と
し
て
今
井
の
町
場
的
発
達
に
つ
い
て
の

考
察
を
仏
噛
め
た
い
。
　
薗
凹
帳
は
量
敷
地
　
（
＝
ご
｝
石
動
　
八
）
　
を
田
雪
田
（
…
六
鷹
…

石
四
九
二
）
と
明
確
に
区
別
し
、
か
つ
東
・
西
・
南
・
北
・
上
北
・
新
・
今
・

同
今
の
各
町
に
細
別
登
録
し
て
い
る
。
す
で
に
町
名
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
が
、
そ
の
5
ち
新
∵
今
爾
町
の
登
録
ば
、
そ
の
町
名
よ
り
考
え
て
今
井

が
町
鴛
発
鯉
す
す
め
た
あ
と
・
毒
薪
た
な
町
場
的
謹
姿
禄
検
地

施
行
以
前
す
で
に
と
げ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
そ

の
実
態
は
刷
と
し
て
、
形
態
的
に
は
町
揚
と
し
て
の
発
達
を
と
げ
た
段
階
に
あ

っ
た
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
つ
い
で
町
場
の
実
態
で
あ
る
が
、
以
下
に

考
察
し
た
い
。

　
文
禄
検
地
帳
の
屋
敷
地
の
み
に
つ
い
て
の
登
録
人
鯛
構
成
を
作
る
と
表
1
の

ご
と
く
で
あ
る
。
同
表
に
よ
る
と
、
屋
敷
地
影
野
五
ニ
ニ
筆
に
た
い
し
登
録
人

は
二
五
五
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
別
登
録
部
数
か
ら
み
る
と
、
最
高
は
甚
四
郎

の
ご
一
筆
、
以
下
同
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
以
上
の
登
録
状
況
は
人
別
屋
敷
地

整
数
の
分
散
性
（
た
と
え
ば
甚
鱒
郎
は
鷲
町
に
三
筆
、
北
・
新
・
今
の
沓
町
に

夫
た
二
筆
、
寅
∵
南
・
同
北
の
各
町
に
夫
々
一
筆
を
分
散
登
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
甚
四
郎
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
）
を
も
合
せ
考
え
る
と
き
、
今
井
で

は
当
時
す
で
に
借
家
の
存
在
↓
借
家
層
の
形
成
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
今
井
で
は
近
世
的
隷
属
関
係
の
形
成
が
相
当
に
す
す
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
③

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
羅
敷
地
を
多
く
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
借

家
主
と
し
て
経
済
的
に
魔
賃
へ
の
依
存
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
後
述
の
ご
と
く
彼

等
は
今
井
在
住
農
襲
に
系
譜
を
有
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
借
無
人
と
し
て
は
今
井
へ
の
移
信
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
借
家
人

と
い
え
ど
も
一
軒
を
構
え
る
程
の
も
の
は
商
工
業
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
被
会
経
済
的
に
み
て
一
概
に
下
層
と
の
み
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

　
　
④

で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
今
井
の
商
工
業
の
発
達
に
移
り
た
い
。
そ
の
発
達
に
つ
い
て
は
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

酌
に
奈
良
・
堺
の
商
工
業
の
発
逮
に
負
う
所
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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表1　今井村屋敷地登録状況（女禄検地帳による）

考備

与巨舅良β一→Pπ琶田∫3，　東・同一ヒ。第斤。今田∫各1

菱舞三三舞5→舞ご。戸葺・蘇f蘇…丁各2，　ゴヒ・新冊∫各1

善四郎→南・北・今町各2，瞬・岡北・薪町各1
弥七郎→閣・斬町63，北町2，同北町1

源蔵今南・繭・北町各3，東町1
1原匹1哀1；一〉』ヒ田丁6，　西・今附丁丁2，　1祀ゴヒiil∫1

甚羅ヨ資‘一〉涯匿r3，　オヒ・今・新欝r各2，　∫獲・南・同雌ヒ田∫各］・

驕聖意瞬入数瞬麟
1筆
2

144人

54

144筆

108

63

T2

R5

T4

V
8
1
8
1
0
1
！
1
2

144人

54

21

！3

　　7

　　9

　　1

　　1

り
白
　
　
1
　
　
1
　
　
1

1筆
2

3

4
　
5
　
6
　
7
　
8
　
　
Q
ゾ
10

P1

P2

522筆255人計
．

以
上
の
基
本
的
立
掛
を
考
慮
の
う
ち
に
葺
き
な
が
ら
今
井
の
蒲
工
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

織
登
期
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
ま
ず
「
四
条
屋
系
譜
続
書
」
に
よ
っ
て
今
井

の
商
人
「
四
条
麗
次
郎
右
衛
門
」
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
今
井
に
南
接
す
る

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
⑥

糊
条
村
六
郎
五
郎
の
弟
次
郎
右
衛
門
は
「
才
智
交
易
二
徳
U
か
っ
た
の
で
、
天

正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
二
三
歳
で
「
今
井
村
材
木
町
し
（
競
州
内
）
に
分
家

移
億
し
た
。
以
来
「
昼
夜
商
売
二
身
ヲ
委
」
ね
た
の
で
「
十
有
余
年
ニ
テ
家
大

二
富
り
し
と
い
う
発
展
振
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
子
二
代
繍
次
郎
右
籍
門
は
「
松

岡
氏
卜
数
年
江
戸
商
ニ
テ
勝
利
ヲ
得
、
藪
二
困
テ
寛
交
七
丁
禾
田
家
ヲ
新
一
一
造

ル
、
妻
向
二
階
建
之
瓦
家
也
、
世
一
一
三
棟
造
ト
称
ス
、
岡
九
年
江
戸
積
繰
綿
船

投
テ
不
残
損
、
失
タ
リ
、
従
是
他
国
商
ヲ
疵
ム
云
々
」
と
い
う
盛
衰
を
も
つ
た
。

こ
の
系
譜
書
は
享
保
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
註
叢
の
⑦
⑧
よ
り
考
え
て

全
く
架
空
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
一
応
一
代
醗
、
二
代
臼
次
郎
右
衛
門
は

繰
綿
商
人
と
し
て
身
代
を
つ
く
り
上
げ
た
過
程
を
伺
い
え
よ
う
。
そ
の
綴
身
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
あ
る
凶
条
で
は
織
豊
期
す
で
に
木
棉
栽
培
が
行
わ
れ
て
お
り
、
繰
綿
商
人
の

存
在
を
支
え
る
基
盤
は
一
応
考
え
ら
れ
る
。
取
医
王
開
　
に
つ
い
て
は
織
豊
期
に

江
戸
統
繰
綿
を
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
大
坂
・
河
内
な
ど
へ
移
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
た
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
右
の
ほ
か
今
井
の
交
禄
検
地
帳
に
は
「
布

匿
」
一
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
後
述
の
今
酉
文
書
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
次
郎

右
衛
門
と
柵
状
隔
地
間
商
人
な
い
し
は
そ
の
方
向
に
発
展
を
予
想
で
き
る
商
人

で
あ
っ
た
と
一
応
考
え
ら
れ
る
。
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織豊期における村藩共同体の動向（朝倉）

　
つ
ぎ
に
多
闘
院
臼
記
を
中
心
に
今
井
の
米
商
人
の
蔚
籔
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
同
日
記
に
米
商
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
与
七
郎
・
調
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

彦
三
郎
・
ツ
ル
や
藤
四
郎
・
ナ
ヘ
ヤ
」
　
が
少
く
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
　
彼
等
は

「
か
わ
し
」
に
よ
っ
て
米
穀
の
取
引
を
活
発
に
行
な
っ
て
お
り
、
奈
良
に
は
「
今

　
⑪

井
屋
」
な
る
も
の
が
い
て
、
今
井
よ
り
の
米
切
手
の
決
済
を
も
行
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
又
同
日
記
の
天
正
一
二
（
一
五
八
四
）
年
一
一
月
二
〇
日
の
条
に
は

多
量
院
英
俊
が
春
臼
神
供
米
八
○
石
を
箭
井
順
慶
の
家
臣
松
倉
右
近
な
ど
の
代

窟
よ
り
今
井
に
お
い
て
受
取
っ
て
い
る
。
以
上
よ
り
今
井
の
米
商
人
は
「
か
わ

し
」
組
織
を
有
し
、
奈
良
と
の
闘
に
当
時
と
し
て
相
当
大
規
模
な
米
の
取
引
を

行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伺
い
う
る
が
、
彼
等
は
問
屋
商
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
取
扱
米
は
問
日
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
領
主

米
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
有
力
農
民
の
剰
余
米
を
も
市
場
ル
…
ト
に
乗
せ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
後
述
の
桜
井
桝
、
八
木
橋
な
ど
の
存
在
か
ら
窺
い
う
る

で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
こ
で
左
記
今
西
交
書
に
よ
っ
て
今
井
の
商
取
引
の
性
格

に
つ
い
て
総
抵
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　
、
寛
文
年
中
よ
り
宝
永
年
中
迄
、
銀
札
多
逓
用
仕
、
米
穀
は
吉
野
郡
下
蒲
・

　
　
上
市
・
五
条
辺
よ
り
銀
子
持
参
仕
買
二
参
、
味
噌
・
醤
油
・
酒
・
油
之
類
、

　
　
東
山
中
重
二
引
請
、
二
里
、
三
里
四
方
江
商
売
仕
懸
、
繰
綿
並
古
手
、
木

　
　
蛭
類
武
州
・
樹
州
無
下
強
気
江
送
り
幽
し
、
辺
土
之
場
所
な
が
ら
三
闘
鶏

　
　
年
以
前
迄
は
、
殊
之
外
繁
贔
仕
候
御
事
（
今
撒
武
次
郎
総
懸
）

　
右
文
書
に
よ
る
と
、
米
穀
は
甫
大
立
、
殊
喰
・
藩
油
等
々
は
東
大
秘
と
の
隅

に
夫
々
隔
…
五
三
取
引
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
繰
綿
・
木
綿
類
な
ど
は
東
国
と
の
闘

に
お
け
る
遠
隔
地
取
引
商
品
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
今
井
の

商
取
引
は
近
世
初
期
の
動
向
で
あ
る
が
、
前
記
四
条
屋
次
郎
右
衛
門
や
多
聞
院

日
記
記
載
の
米
商
人
の
襲
撃
と
合
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
織
豊
期
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

右
今
西
交
書
の
内
容
は
一
応
適
翔
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
る
な
ら

ば
右
の
時
糊
に
今
井
で
は
国
内
・
国
外
を
対
象
と
し
た
隔
地
間
商
取
引
の
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
一
応
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
取
引
商
人
に
は
前
記
多
聞
院
臼

記
の
米
商
人
な
ど
問
屋
ク
ラ
ス
（
専
業
一
後
述
）
の
ほ
か
に
半
農
半
商
（
後
述
）

の
商
人
が
考
え
ら
れ
る
が
、
興
野
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
行
商
人
と
考
え
た
い
。

な
お
、
隔
地
間
取
引
商
品
は
と
も
に
周
辺
農
村
に
お
け
る
商
晶
作
物
栽
培
を
基

盤
と
し
、
か
っ
こ
れ
を
発
離
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
中
世
の
遠
隔

地
取
引
商
品
が
遠
隔
地
流
築
ル
…
ト
に
依
存
す
る
傾
向
の
強
か
っ
た
の
に
比
べ

る
と
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
取
引
商
晶
に
お
い
て
近
世
的
形
成
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
以
上
の
隔
地
間
取
引
の
ほ
か
に
今
井
及
び
周
辺
農
村
を
対
象
と
し
た

小
売
商
業
の
発
達
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
前
寵
今
西
文
書
申
の
「
二
里
－

三
里
四
方
江
商
売
仕
候
」
と
い
う
点
よ
り
一
応
推
定
で
き
る
が
、
後
述
の
周
辺

農
村
に
お
け
る
幽
貝
輪
経
済
の
浸
透
度
よ
り
考
え
る
と
き
、
今
西
文
書
の
右
記
載

内
審
は
一
六
織
豊
期
を
含
む
前
後
の
時
期
に
も
適
川
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
尤
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も
こ
の
場
合
、
小
規
摸
の
行
商
で
あ
っ
た
か
、
常
設
店
舗
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
か
は
明
確
に
な
し
が
た
い
が
、
今
井
が
署
内
町
で
あ
る
こ
と
よ
り
考
え
る
と

き
、
小
規
模
行
商
の
ほ
か
常
設
店
舗
の
存
在
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

お
関
係
事
項
と
し
て
、
多
閾
院
日
記
に
よ
る
と
永
禄
一
一
（
一
五
六
八
）
年
に

今
井
市
で
茶
一
斤
半
を
購
入
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
市
の
性
格

は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
今
井
で
は
ほ
か
に
市
に
関
す
る
史
料
は
見
当
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
商
業
の
発
達
の
様
相
か
ら
考
え
る
と
遺
制
的
、
補
助
的

な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
今

芽
は
織
豊
期
を
含
む
前
後
に
お
い
て
す
で
に
市
町
の
段
階
を
経
過
し
て
い
た
も

の
と
み
た
い
。

　
こ
こ
で
転
じ
て
今
井
の
工
業
に
つ
い
て
一
癖
し
た
い
。
前
記
今
西
文
書
に
記

載
さ
れ
て
い
た
諸
商
品
の
う
ち
抽
や
醸
造
関
係
商
品
は
周
辺
農
村
に
お
け
る
商

晶
作
物
栽
培
を
基
盤
と
し
て
今
井
に
お
い
て
生
産
↓
・
販
売
さ
れ
た
も
の
と
考
え

て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
木
棉
を
原
料
と
す
る
繰
綿
・
綿
布
の
生
産
工
程
が

ど
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
唯
大
和
に
お
い
て
は
近

世
初
期
に
お
い
て
も
な
お
農
村
で
は
木
骨
栽
培
は
行
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
綿
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
す
る
な
ど
の
生
産
工
程
は
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
四
条
臆
次

郎
右
衛
門
な
ど
の
取
扱
つ
た
繰
綿
は
、
お
そ
ら
く
堺
よ
り
今
井
に
入
る
干
鰯
に

よ
る
四
条
な
ど
の
木
釘
栽
培
を
基
盤
と
し
て
今
井
に
お
い
て
加
工
生
産
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
⑯

も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
生
産
構
造
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
知
る
手
掛
り
は
な
い

が
、
隣
接
す
る
内
膳
か
ら
生
産
．
手
段
を
失
っ
た
濃
民
が
多
．
数
今
井
・
八
木
に
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

要
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
一
応
合
せ
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
さ
て
右
の
ほ
か
寛
永
葉
巻
の
今
井
村
田
畠
名
寄
帳
と
推
定
さ
れ
る
文
書
に

「
可
事
屋
」
　
（
鍛
治
歴
）
三
軒
を
見
出
し
う
る
。
又
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年

　
　
　
　
　
⑲

の
「
田
患
之
帳
」
か
ら
大
工
職
に
今
井
組
の
存
在
を
知
り
う
る
。
こ
れ
ら
職
人

は
今
井
が
寺
内
町
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
考
え
て
も
織
豊
期
に
す
で
に
存
在
し
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
商
品
生
産
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
単
純
賜

品
生
産
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
又
商
品
は
一
般
に
庶
民
的
な
も
の

で
あ
り
、
生
産
に
お
け
る
近
県
的
形
成
と
一
応
考
え
ら
れ
る
。
な
お
後
述
の
ご

と
く
い
わ
ゆ
る
職
人
は
半
農
半
工
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
今
井
の
簡
工
業
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
、
周
辺
農
村
に
お
け
る
商
品

作
物
栽
培
を
基
盤
と
し
た
商
品
生
産
が
形
成
さ
れ
、
隔
地
闘
商
業
な
い
し
今
井

及
び
周
辺
農
村
を
対
象
と
す
る
小
売
商
業
の
形
で
取
引
さ
れ
た
。
そ
れ
は
小
地

域
的
な
社
会
的
分
業
を
基
盤
と
し
て
い
た
も
の
で
、
近
世
的
商
工
業
め
形
伐
と

　
　
　
⑳

考
え
た
い
。

　
①
　
称
念
寺
蔵
、
『
今
井
町
史
轍
一
四
五
簾
以
下
参
照
。

　
②
　
X
の
今
井
の
町
場
の
構
築
と
そ
の
城
塞
化
に
関
係
さ
せ
た
い
。

　
③
借
家
に
つ
い
て
は
多
閲
院
日
記
天
疋
一
五
・
三
・
｛
九
の
条
に
「
糸
騰

　
　
借
屋
焼
失
了
云
々
」
　
の
記
載
が
あ
る
。
な
お
近
世
初
期
、
寛
永
一
八
年
の

　
　
「
借
屋
請
状
」
（
奈
良
環
生
駒
郡
斑
鳩
町
、
井
上
著
増
氏
蔵
）
に
よ
る
と
、

　
　
龍
田
に
は
望
都
長
三
郎
の
適
量
が
あ
り
、
　
「
獲
ち
ん
ハ
壱
ケ
月
二
八
匁
ツ
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・
也
扁
を
収
取
し
て
い
る
。
時
期
的
に
み
て
社
会
経
済
構
成
の
類
似
か
ら

　
考
え
て
、
今
井
に
お
い
て
も
織
豊
期
騒
ち
ん
を
収
零
し
て
い
た
も
の
と
み

　
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
星

④
　
後
述
の
「
四
条
鷺
次
郎
右
衛
門
偏
や
多
聞
院
日
記
の
今
井
商
人
（
魏
籔

　
の
⑳
参
照
）
の
う
ち
与
七
郵
、
甲
屋
を
除
く
他
の
商
人
は
今
井
の
交
緑
検

　
地
帳
に
匿
敷
地
の
登
録
を
有
し
な
い
。

⑤
　
今
井
と
堺
と
の
関
孫
に
つ
い
て
は
関
薄
学
院
大
学
教
授
永
島
福
太
郎
先

　
生
の
御
教
示
を
え
た
が
、
以
下
に
つ
い
て
は
同
先
生
の
「
今
弁
町
史
』
を

　
も
参
考
に
し
た
。
郷
信
炎
軍
と
し
て
立
つ
た
・
今
井
が
天
正
三
年
信
長
に
降

　
伏
（
E
の
寺
内
町
と
し
て
の
今
井
参
照
）
し
た
際
、
「
そ
の
問
を
あ
っ
せ
ん

　
し
た
の
は
堺
の
豪
商
天
王
寺
屋
津
贈
呈
及
で
あ
っ
た
（
豊
楽
、
六
〇
頁
参

　
照
）
。
　
そ
の
後
、
秀
吉
の
晴
代
に
称
念
寺
坊
主
と
な
っ
た
今
井
兵
部
鶴
野

　
は
堺
の
豪
商
・
今
井
宗
久
の
子
息
と
も
い
う
べ
き
近
親
者
で
あ
っ
た
（
圃
史
、

　
七
六
頁
、
註
亜
の
⑦
参
照
）
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
今
井
と
堺
と

　
の
間
に
は
織
豊
期
す
で
に
商
人
嗣
志
の
交
通
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

　
れ
る
（
岡
史
、
六
〇
頁
参
照
）
。

⑥
橿
原
上
今
井
町
、
高
木
嘉
蔵
氏
蔵
。

⑦
　
天
羅
一
四
年
の
「
和
州
高
市
郡
四
条
領
検
地
帳
」
（
『
飛
鳥
誌
』
四
二
五

　
頁
）
に
は
「
四
条
の
六
郎
五
鄭
漏
が
｝
反
三
四
の
登
録
地
を
有
す
る
。
．

⑧
寛
永
一
六
年
の
「
今
井
村
田
畠
名
寄
帳
扁
（
称
念
寺
蔵
）
に
は
「
新
町
、

　
次
郎
右
衛
門
」
の
名
前
を
出
出
し
う
る
。

⑨
天
正
一
四
年
の
四
条
の
検
地
帳
（
註
亙
の
⑦
参
照
）
に
お
け
る
木
棉
作

　
付
率
は
八
・
三
％
で
あ
る
。
そ
の
他
慶
長
八
年
の
根
吊
柿
（
後
図
参
照
）

　
の
検
地
帳
で
は
六
・
九
％
の
木
棉
作
付
率
を
み
う
る
。
以
上
よ
り
織
豊
期

　
を
－
甲
心
と
し
た
時
期
に
お
け
る
中
和
地
域
の
木
棉
作
付
率
は
｝
応
数
％
前

　
後
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
詳
細
は
拙
稿
「
近
世
大
和

　
の
綿
作
に
つ
い
て
」
　
（
京
大
読
史
会
岬
．
濁
史
論
集
駈
二
　
醗
収
参
照
）
な

　
お
、
大
坂
に
．
干
鰯
商
人
の
発
生
す
る
以
前
す
で
に
堺
・
尼
崎
に
そ
の
発
生

　
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
が
（
奥
羽
修
三
氏
「
近
世
大
和
の
綿

　
作
に
つ
い
て
」
『
ヒ
ス
ト
リ
や
臨
一
　
琴
、
五
七
頁
参
照
）
、
中
世
末
堺
と

　
の
関
係
を
考
え
う
る
今
井
へ
の
帯
鰯
の
移
入
を
木
下
裁
下
の
基
盤
に
一
応

　
推
定
す
る
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
。

⑩
　
朝
尾
直
弘
氏
「
十
七
世
紀
に
お
け
る
産
業
構
造
の
特
質
扁
（
罪
臼
本
史
研

　
究
臨
五
六
野
、
六
五
頁
参
照
）
尤
も
反
醐
多
聞
院
日
記
の
左
記
記
載
な
ど

　
か
ら
考
え
る
と
、
今
井
商
人
の
束
園
へ
の
遠
隔
地
取
引
も
一
筆
は
考
え
る

　
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
「
天
正
一
六
・
穴
・
二
七
の
条

　
　
弥
三
（
奈
良
商
人
）
葉
田
へ
商
売
ユ
下
、
今
賀
茂
導
出
了
、
同
道
ノ
衆

　
　
十
四
五
人
云
々
」

⑪
多
聞
院
日
記
、
与
七
鄭
－
永
緑
一
〇
・
八
・
二
九
、
醗
一
一
・
三
．
七

　
の
条
、
柳
屡
彦
三
郎
－
永
緑
一
〇
・
五
・
八
、
元
亀
三
・
閏
正
・
二
八
の

　
条
、
ツ
ル
や
藤
四
郎
一
望
・
緑
ご
丁
一
一
ニ
ニ
及
び
閥
の
条
、
ナ
ヘ
ヤ
ー

　
天
正
一
三
・
二
・
二
八
の
条
を
夫
々
参
照
。
な
お
ほ
か
に
取
扱
商
品
の
あ

　
き
ら
か
に
し
が
た
い
も
の
と
し
て
八
条
熱
発
春
…
永
緑
一
〇
・
八
・
二
九

　
の
条
、
ヲ
カ
ヤ
ー
元
亀
三
・
二
・
二
〇
の
条
一
を
あ
げ
う
る
。

⑫
　
多
聞
院
日
記
、
永
蘇
一
〇
・
一
二
・
二
六
の
条
。

⑬
繰
綿
、
本
綿
な
ど
の
遠
隔
地
取
引
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
大
坂
・
河
内

　
な
ど
近
国
へ
の
隔
地
問
販
引
と
し
て
考
え
る
（
こ
の
点
一
二
六
頁
参
照
）
。
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文
楽
検
地
帳
に
は
前
記
「
布
歴
」
の
ほ
か
に
「
爵
位
」
も
登
録
さ
れ
て
い

　
る
。
な
お
近
世
初
期
の
東
国
へ
の
遠
隔
地
取
引
に
つ
い
て
は
、
秀
吉
の
時

　
代
に
　
時
衰
運
を
み
せ
た
堺
の
貿
易
、
商
工
業
は
近
世
初
期
に
復
活
す
る

　
動
向
や
奈
良
か
ら
の
江
斥
麟
繰
綿
（
註
頂
の
⑮
参
照
）
と
の
関
聯
に
お
い

　
て
、
み
と
め
た
い
。

⑭
　
　
翻
W
尾
直
摺
弘
氏
、
　
晶
別
燗
燭
論
文
、
　
⊥
ハ
九
頁
＾
参
照
。

⑮
　
奥
田
修
三
氏
「
近
世
大
漁
の
綿
作
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
一
一

　
齪
万
、
　
山
ハ
～
一
疋
参
昭
…
）
。

⑯
大
和
に
お
け
る
繰
綿
の
生
産
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
奈
良
の
繰
綿

　
に
つ
い
て
は
、
安
斉
随
筆
（
『
古
事
類
苑
』
産
業
部
署
）
に
「
江
戸
に
て
は

ホ
ウ
・
イ
・
・
欝
法
令
笑
和
圏
奈
良
の
地
名
也
。
（
中
略
）
大
和
繰

　
綿
の
如
き
其
位
下
位
な
れ
ど
も
、
年
来
の
産
地
故
、
其
名
天
下
に
遍
し
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
品
質
は
と
も
か
く
、
そ
の
伝
統
の
古
さ
を
伺
う

　
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
記
今
井
の
場
合
と
、
同
様
雨
燕
周
辺
農
村
に
お
け
る

　
木
綿
栽
培
を
基
盤
に
し
た
で
あ
ろ
、
）
奈
良
の
繰
綿
（
　
応
奈
良
で
加
工
生

　
魔
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
）
は
、
お
そ
ら
く
中
世
末
す
で
に
他
濁
取
引

　
さ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
涯
戸
の
急
激
な
発
展
と
と
も
に
、

　
い
ち
早
く
江
戸
へ
聴
阻
隔
地
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
に
お
け
る
法

　
温
温
の
名
称
を
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
織
豊
期
、
奈
良
商
人
が
東
園

　
へ
遠
隔
地
取
引
を
行
な
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
註
斑
の
⑧
参
照
）
。

　
　
さ
て
、
天
蕉
ニ
ニ
年
豊
丸
婦
長
の
入
都
に
よ
っ
て
城
下
町
と
し
て
急
速

　
な
発
展
を
と
げ
た
大
和
郡
山
で
は
、
天
正
一
六
年
越
「
郡
山
惣
町
分
日
記
」

　
（
詩
論
院
交
書
）
に
よ
る
と
「
綜
写
字
の
存
在
を
認
め
う
る
。
降
っ
て
近

　
世
人
傭
期
、
蕉
保
二
年
の
「
「
毛
吹
草
」
に
は
郡
山
特
産
と
し
て
「
繰
綿
に
が

　
あ
げ
ら
れ
て
い
る
⇔
す
な
わ
ち
都
山
に
お
い
て
は
織
豊
期
以
来
一
応
繰
線

　
の
生
産
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
繰
綿
の
技
術
酌
導
入
に
よ
る
も

　
の
と
推
定
で
き
よ
う
（
城
下
町
と
し
て
の
郡
山
の
形
成
に
つ
い
て
は
奈
良

　
商
人
の
進
嵐
が
、
前
記
郡
霞
惣
町
分
環
記
の
奈
良
町
よ
り
、
考
え
ら
れ
る
）
。

　
郡
山
の
場
合
と
同
様
、
奈
良
繰
綿
の
技
術
は
す
で
に
今
井
へ
も
移
入
さ
れ

　
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
厳
峻
に
つ
い
て
は

　
保
留
し
た
い
。

⑰
表
⑨
獄
下
参
照
。
な
お
繰
綿
の
掬
工
生
産
に
つ
い
て
は
内
膳
よ
り
の
流

　
入
労
働
源
を
基
盤
と
し
て
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商
品
生
産
へ
の
傾
斜
を
繭
芽

　
酌
に
推
定
す
る
こ
と
は
時
期
的
に
遡
り
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

⑱
称
念
寺
蔵
。

⑧
橿
原
市
今
井
町
、
広
島
喜
一
郎
氏
蔵
。

　
な
お
天
正
　
九
年
に
照
地
を
買
得
し
た
記
事
も
見
鐵
し
う
る
。

　
「
神
保
左
京
様
御
知
行
所
地
黄
村

　
　
　
高
話
斗
五
升
弐
合
　
今
井
村
藤
左
衛
門

　
　
旦
一
一
膿
八
鑑
拾
噺
ハ
年
二
醐
銭
得
申
二
丁
一
ム
み
へ
」

⑳
慶
長
鰻
年
の
横
大
路
村
検
地
帳
（
大
和
高
田
市
、
三
根
靖
三
氏
蔵
）
に

　
は
「
可
ち
」
二
入
、
　
「
大
工
」
七
人
、
　
「
と
い
」
　
｛
一
人
が
一
二
に
零
細

　
な
阻
畠
を
登
錬
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
「
可
ち
」
は
当
時
町
場
化
し
つ
つ

．
あ
る
村
に
は
一
駿
的
に
存
在
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
ろ
。

⑳
　
今
井
村
文
蘇
検
地
帳
に
騰
号
（
な
い
し
職
業
名
）
で
登
録
さ
れ
て
い
る

　
も
の
は
、
屋
裂
地
登
録
人
二
五
五
人
に
対
し
て
二
四
人
（
地
黄
屋
を
三
人
、

　
高
橋
屋
を
二
人
と
み
る
）
、
　
す
な
わ
ち
左
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し

　
右
の
数
を
以
て
今
井
の
商
工
業
の
発
達
段
階
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
は
危
険
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表2　屋号登録人

屋敷地筆数

1

1
1
1
！
1
3
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

　
　
麗

野軽

油

や
屋
屋
リ
羅
屡

ウ
　
　
　
ヌ

チ
銭
　
　
　
　
　
裳
黄

ソ
　
　
　
ベ

マ
悪
廊
力
新
地

屋
屋
ヤ

㌘
”

妙
新
ナ

秋田騰
高橋崖
シミツヤ
タカヲカヤ

タチバナや

梛　　醗

わく　ヤ

ス　ミ　ヤ

屋
屋
ヤ

　
当
主

織
上
力

23

註　新目玉は墾1　i地！筆を壁

　録される形で登録されて
　いるb

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
僧
家
人
で
商
工
業
を
営
ん
で
い
る
も
の
、
百
姓
名

で
登
録
さ
れ
て
い
な
が
ら
蒲
工
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
　
（
註
貫
の
④
参
照
）
な
お
、
宕
表
二
四
人
の
う
ち
田
畠
を

登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
新
賀
屋
の
み
で
あ
り
、
一
口
万
名
か
ら
考
え
て
も

近
村
よ
り
の
移
佳
麿
が
多
い
。
お
そ
ら
く
彼
等
は
今
井
へ
移
住
し
て
商
業

を
営
む
な
か
で
、
と
も
か
く
屋
敷
地
を
買
得
す
る
ま
で
に
棄
つ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

W
　
今
井
の
階
層
構
成

　
前
項
で
は
今
井
の
商
工
業
の
発
達
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
今

井
の
階
層
構
成
に
つ
い
て
考
え
、
町
場
と
し
て
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

　
上
層
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
前
寵
多
聞
積
日
寵
記
載
の
「
潜
屋
」
以
下

の
商
人
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
等
は
「
か
わ
し
」
組
織
を
有
し
、
大
和
一
円
的
規

模
に
お
い
て
米
な
ど
の
取
引
に
従
事
し
て
お
り
、
問
屋
ク
ラ
ス
商
人
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
級
綿
、
綿
獅
、
そ
の
他
酒
・
油
な
ど
を

取
扱
う
隔
地
間
取
引
商
人
な
ど
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
の
ほ
か
元
和
五
（
｛
穴
一
九
）
年
、
今
井
が

郡
山
藩
領
に
編
入
さ
れ
る
に
際
し
て
惣
年
嵜
と

し
て
町
政
を
担
当
し
た
今
繭
、
　
上
田
、
　
尾
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
と
も
に
商
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
家

が
あ
る
。
以
上
、
上
層
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
も
の
を
あ
げ
た
が
、
彼
等
は
商
業
な
い
し
商
工
兼
業
に
従
事
し
て
い
る
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

文
禄
検
地
帳
に
照
畠
の
登
録
地
を
有
し
な
い
↓
農
業
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
な

い
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
商
業
な
い
し
商
工
兼
業
を
専
業
と
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
中
問
閥
…
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
結
論
的
に
い
っ
て
半
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

半
商
（
エ
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
今
井
の
交
禄
検
地
帳
に
よ
る
登
録
人
別
構
成
（
屋

敷
地
の
み
の
登
鎌
人
を
除
く
）
は
表
3
の
ご
と
く
で
あ
る
。
同
表
に
よ
る
と
農

　
　
　
　
　
　
　
④

民
上
暦
と
し
て
源
蔵
が
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
農
驚
中
闘
層
と
し
て
一
町
筋
後
の

登
録
を
有
す
る
三
人
が
、
農
機
下
層
と
し
て
五
反
以
下
の
登
録
人
が
考
え
ら
れ

る
。
彼
等
の
う
ち
に
は
登
録
反
別
の
多
少
に
拘
ら
ず
量
敷
地
を
多
数
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
借
家
主
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
五
反
以
下
の
農
民
下
層
と
考
え
た
も
の
は
一
概
に
今
井
の
下
層
と
の
み

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
五
反
以
下
の
登
録
人
の
う
ち
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表3　今井村の登録人別構成

録反別 登録畷 うちヤシキ持（筆数一人数）

1人（10－1）源蔵

ユ（4－！）

／（3一．1）

1（6－1）

3（12－1，　6－1，　2－1）

2（9－1，　5－1）

7（10・9・6・4－2＄1，2－3）

2軌鷺｝i寧2）
11（4－1，　3－3，　2・一2，　1－5）

1入
165｛ミ～！5以」二i

－
　
　
霊
■
　
　
－

4
2
1
1
3
4
1
8

！5

1’4

13

12

1！

10

　9

N
へ

A．．

N
N

14

13

12

！1

10

9

8

7
　
ρ
0
　
5
　
　
4
　
つ
」
　
2
　
1

～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～
　
～

∩
◎
　
7
「
　
6
　
　
「
0
　
4
　
　
3
　
　
21未満

73 52計

註
1
　
屋
敷
地
の
み
の
登
録
人
を
除
く
。

　
3
文
禄
検
地
帳
に
よ
る
。

2
　
入
作
の
聞
入
を
除
く
。

に
は
周
辺
農
村
に
出
作
地
を
有
す
る
も
の
が
多
い
。
　
（
農
幾
上
・
中
間
層
の
旧

人
は
鍬
作
地
を
も
た
薄
い
）
こ
こ
で
周
辺
農
村
の
文
禄
検
地
帳
に
よ
っ
て
繊
作

状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
今
井
に
北
接
す
る
内
膳
、
内
欝
に
北
接
す
る
上

品
寺
、
上
品
寺
に
北
西
接
す
る
土
橋
の
三
ケ
村
（
後
図
参
照
）
は
と
も
に
文
禄

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

検
地
帳
が
現
存
す
る
の
で
、
今
井
北
方
に
限
定
し
て
そ
の
繊
麗
状
況
を
考
え
て

み
る
に
表
4
の
ご
と
く
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
今
井
よ
り
内
障
．
上
豊
島
へ
の
出
作

人
励
構
成
（
今
井
に
も
登
録
地
を
狩
す
る
も
の
の
み
の
場
合
一
今
井
の
分
も

含
む
）
を
作
成
す
る
と
表
5
の
ご
と
く
な
る
。
同
表
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

今
井
周
辺
農
村
と
し
て
は
右
両
村
の
ほ
か
に
四
条
（
小
搬
堂
を
含
む
）
・
五
井
・

小
台
・
地
黄
・
曾
我
・
妙
法
寺
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
実
際
の
出
作
反
別

は
表
4
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
的
に
い
っ
て
上
廻
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お
彼
等
は
す
べ
て
今
井
に
騰
敷
地
を
鷺
録
さ
れ
、
そ
の
筆
数
の

多
い
も
の
が
多
数
を
占
め
、
登
録
反
別
の
多
少
に
拘
ら
な
い
。
そ
の
ほ
か
彼
等

は
後
述
す
る
ご
と
く
三
農
と
は
考
え
が
た
い
。
以
上
の
こ
と
を
綜
含
し
て
考
え

る
と
、
た
と
え
三
反
以
下
の
登
録
人
で
あ
っ
て
も
宙
立
欝
生
産
は
充
分
考
え
ら

表4　今井よりの出作状況

毒心1些囲反別1丁合
lillf／F村

37．　660／e

14．　73

0．　38

　　　了憂…』．．．

103．　02，R

37．　820

　　1．　514

66入

41

　1

隣
尋
橋

内
上
土

註　 1，文禄検地帳1こよる。
　　2，胴倉は掛作村の金反別iこ対するもの
　　　である。

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く

彼
等
は
戦
渦
末
よ
り
織
豊
期
に
か
け
て
周

辺
農
村
に
下
作
地
を
求
め
て
進
幽
し
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
今
井
に
お
け
る
登
録
地
は

す
べ
て
五
反
以
下
で
あ
り
、
そ
の
限
り
零

細
と
い
い
う
る
こ
と
よ
り
考
え
る
と
、
彼

等
は
農
業
外
（
商
工
業
、
借
家
主
な
ど
）

収
益
に
よ
っ
て
出
作
地
を
買
得
し
た
も
の

　
　
　
　
　
⑥

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
今
井

が
町
場
化
す
る
な
か
で
借
家
主
と
な
り
、

又
商
工
業
を
も
営
む
よ
う
に
な
り
、
半
農
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織豊期にお．ける村落り要同体の動向（朝含）

表5　今井より内膳・上品寺への出作状況

塑顯狂騒姦）
1（5－／）甚六14未～13以ま二

　　13　t一　12

1（2－1）

2（！2－1，　2－1）

9（9．4．2一各2，8・5・1一灸1）

2（6－1，2－1）

10（4・3・1一各2，玉1・7。6。2一一4

12（S＝肇呈二二9）

・（1ゴ・2『3）

42

b　
峨婚’711

　
　
　

　
　
ら
サ
リ

略　
…
二

　
4
！
9
盈

登録反鯛

12

11

10

　9

　8

　7

　6

　5

　4

　3

　2

　／

N

N

N

t”v

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

未満

計

作人はすべて今井に田畠麗敷地ないし屋
のみを登録され，上表に含まれている。
作村に屋1敷地を登録されているものはい
む

べて交禄検地帳による。

註1 　
　
　
。
べ

出
地
出
い
す

，
敷
，
な
，

　
　
2
　
　
　
り
0

半
商
（
工
）
と
し
て
自
己
の
経
営
を
形
成
し
た
。
従
っ
て
彼
等
は
今
井
在
住
農

罠
に
系
譜
を
有
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
今
井
の
工
業
者
（
職
人
）
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
⑦

う
ち
に
念
ま
れ
る
ほ
か
商
業
考
と
し
て
は
商
人
中
間
、

　
⑧

下
層
が
入
る
で
あ
ろ
う
。
幽
要
約
す
る
に
中
聞
溜
に
属
す

る
も
の
は
農
民
中
腰
と
半
農
半
商
（
工
）
の
も
の
が
考
え

ら
れ
る
が
、
と
も
に
今
井
在
住
農
民
に
系
譜
を
も
ち
、

屋
敷
持
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
今
井
の
下
履
に
干
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
今
井
の
丈
禄
検
地
帳
に
は
登
録

地
を
有
し
な
い
が
、
周
辺
農
村
に
は
出
作
地
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て

の
登
録
人
別
構
成
を
作
成
す
る
と
表
6
の
ご
と
く
で
あ
る
。
同
表
の
弥

六
や
二
郎
の
場
合
は
半
農
半
商
（
工
）
の
借
家
人
と
考
え
ら
れ
、
今
井

の
中
川
層
に
入
れ
る
こ
と
も
当
時
と
し
て
は
可
能
で
も
あ
ろ
う
。
r
五
反

前
後
の
幽
作
人
の
場
合
も
内
膳
・
上
晶
寺
以
外
の
周
辺
農
村
へ
の
出
作

を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
弥
六
な
ど
に
準
ず
る
と
冤
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
一
反
未
満
の
二
九
人
に
つ
い
て
は
、

表
3
の
村
内
零
細
登
録
人
（
無
燈
敷
）
と
と
も
に
欝
立
再
生
産
を
考
え

る
こ
と
は
一
般
に
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
等
は
血
縁
分
家

前
の
未
分
化
な
過
程
か
、
隷
属
的
な
関
係
な
い
し
は
近
世
的
雇
傭
関
係

か
、
い
ず
れ
か
に
あ
っ
た
も
の
．
と
考
え
た
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て

も
論
罪
経
鴬
を
持
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
半
自
立
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
彼
等

は
無
桜
之
で
あ
る
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
が
、
人
影
は
本
家
な
い
し
主

表6　 t今・…井＝より内謄9

　上品寺への出作状況

数
訂

聞乍人

1人（弥

1（二郎）

1　　（次郎）

1

4

8

29

45

田作反別

13未～12以上

12　N　11

11　t一・　10

10　一一・　9

9t－8
8’一7
7　一一・　6

6・　．v　Jr

5一一4

4一一3

3一一2

2一一1

1未1茜

計

註三，無主1を除く
　2，45人は今井に登録地
　　なし（→無ヤシキでも
　　ある）
　3，　繊｛乍村にも屋敷重也星明

　　録はない。

　4，二心＝次郎であれば
　　15～16反となる。
　5，すべて文禄検地帳に
　　よる。
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⑨

家
、
雇
傭
主
の
巖
敷
内
（
門
賛
騒
を
も
奮
め
て
）
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
以

上
半
自
立
の
も
の
を
今
井
下
層
と
し
て
把
握
し
た
い
。

　
さ
て
、
右
の
ほ
か
に
な
お
今
井
に
お
い
て
は
燗
別
経
営
を
持
た
ぬ
も
の
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

在
が
後
述
の
内
膳
の
動
向
よ
り
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
存
在
を
今
井
最
下
層
と
し

て
掘
回
し
た
い
。
彼
等
は
生
産
手
段
を
失
っ
て
今
井
に
流
入
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
ど
く
に
今
井
の
図
工
兼
業
商
人
の
雇
傭
労
働
源
の
中
心
を
な
し
た
も
の
と

考
え
た
い
。

　
以
上
今
井
の
階
層
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
要
約
す
る
に
、
上
層
と
し

て
商
業
な
い
し
商
工
兼
業
の
問
屋
商
人
を
考
え
た
。
こ
の
う
ち
と
く
に
商
工
兼

業
の
も
の
は
最
…
卜
膚
の
生
産
手
段
を
有
せ
ぬ
流
入
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
農
民
上
層
と
し
て
掘
握
し
た
源
蔵
を
上
摺
に
入
れ

う
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
称
念
寺
執
事
と
も
称
す
べ
き
地
位
に
あ
り
、
特
殊
な
存

在
で
も
あ
る
。
源
蔵
以
外
上
層
に
属
す
る
も
の
は
今
井
・
周
辺
農
村
に
登
録
地

を
有
せ
ず
農
業
と
の
関
係
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
間
層
と
し
て
は
半
農
半
商

（
工
）
を
考
え
た
が
、
こ
れ
は
商
人
中
問
・
下
層
と
職
人
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

下
眉
と
し
て
は
半
自
立
幾
が
考
え
ら
れ
た
が
、
分
家
前
の
二
・
三
男
、
隷
属
農

罵
、
，
半
プ
ロ
の
形
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
こ
こ
で
今
井
の
町
場
と
し
て
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
巾

間
層
と
し
て
半
農
の
も
の
が
多
く
、
農
村
共
同
体
を
脱
皮
し
て
は
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
今
井
が
村
と
し
て
文
禄
検
地
に
お
い
て
招
纒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裏

書
す
る
。
し
か
し
他
醸
町
場
と
し
て
形
態
約
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
、
か
つ
商
工
業

の
発
達
に
つ
い
て
は
単
純
商
晶
生
駒
を
中
心
と
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。
以

上
の
点
か
ら
考
え
て
、
今
井
は
い
わ
ゆ
る
在
郷
町
と
し
て
こ
れ
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
ぎ
よ
う
。

　
①
　
　
寛
・
氷
一
み
ハ
年
の
今
井
村
田
畠
名
寄
帳
　
（
称
念
山
響
二
一
内
口
乞
は
輪
…
地
帳
で

　
　
あ
り
、
一
等
毎
の
内
窓
、
登
録
纈
序
は
文
禄
検
地
帳
に
同
じ
）
に
お
け
る

　
　
惣
年
寄
三
．
氏
の
登
現
地
は
今
悶
与
次
兵
衛
九
反
．
一
〇
ス
一
〇
筆
）
豊
崎
源

　
　
兵
衛
五
畝
（
一
筆
）
上
限
忠
右
繕
門
無
登
録
で
あ
る
。
今
四
与
次
兵
徳
の

　
　
登
録
一
〇
筆
の
文
禄
検
地
帳
登
録
人
は
一
〇
人
で
あ
り
、
こ
の
一
〇
人
の

　
　
文
禄
検
地
帳
登
録
地
は
寛
永
時
ま
で
に
多
く
の
登
録
入
に
夫
々
が
分
解
し
、

　
　
そ
の
一
差
つ
つ
が
与
次
丘
ハ
徳
に
移
動
し
て
い
る
。
従
っ
て
与
次
兵
衛
が
寛

　
　
等
時
有
し
た
一
〇
筆
の
登
録
地
は
文
禄
検
地
以
後
買
得
し
た
も
の
と
考
え

　
　
ら
れ
、
交
禄
時
今
薄
氏
は
登
録
珊
畠
を
撫
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。
尾
崎
源
兵
衛
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
惣
年
寄
三
家
は
早
態

　
　
の
時
点
で
商
工
業
に
専
従
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
二
は
寛
永

　
　
の
時
点
騰
号
を
有
す
る
こ
と
か
ら
も
推
竃
さ
れ
る
（
今
．
西
規
－
小
物
騰
、

　
　
上
旧
氏
－
壷
屋
、
尼
崎
氏
－
塩
屋
）
。
な
お
三
氏
は
と
も
に
織
豊
期
、
牢
人

　
　
と
し
て
今
弁
に
入
村
し
た
も
の
で
あ
る
（
『
今
井
町
史
輪
臨
〇
一
二
頁
参
照
）
。

　
②
　
今
井
の
み
な
ら
ず
周
辺
農
村
（
内
隣
・
上
贔
寺
）
に
も
悶
畠
の
雌
録
は

　
　
な
い
。

　
③
太
閤
検
地
帳
に
も
と
ず
い
て
階
層
構
成
を
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

　
　
る
が
、
登
録
人
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
考
え
て
、
登
録
入
別
構
成
を

　
　
も
っ
て
階
願
構
成
と
み
な
し
た
。
登
録
反
別
は
そ
の
ま
ま
経
営
規
摸
を
添

　
　
す
も
の
で
は
な
い
が
、
登
録
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
そ
れ
だ
け
の
摂
拠
が
あ
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織豊期における村落焦開体の動向（朝倉）

　
つ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
ど
く
に
無
縫
山
登
鳥
人
の
場
含
、
彼
等
が
二
、
滋

　
男
な
い
し
隷
属
農
で
あ
っ
て
も
、
本
家
や
主
家
と
の
闘
に
何
等
か
の
経
営

上
の
関
俵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
に
あ
っ
て
個
携
経
需
を
も
行

　
な
っ
て
い
る
点
で
一
掴
の
農
民
と
考
え
う
る
。
又
彼
等
は
借
家
住
の
小
作

　
人
で
あ
っ
た
と
し
も
、
実
質
的
に
そ
の
立
場
は
登
錬
地
を
以
て
考
え
て
ほ

　
ぼ
誤
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

④
　
源
蔵
は
今
井
上
鱒
と
考
え
た
い
。
後
述
。

⑤
　
内
膳
村
交
禄
地
帳
一
天
理
図
誉
館
蔵
。

　
上
晶
寺
村
文
禄
検
地
帳
…
橿
原
市
上
品
寺
町
、
上
満
九
邦
右
衛
門
氏
蔵
、

　
土
橋
村
文
禄
検
地
三
一
県
立
奈
良
三
巴
館
蔵
。

⑥
　
註
買
の
⑧
参
照
。

⑦
註
亙
の
⑲
⑳
参
照
。
そ
の
ほ
か
王
瀬
（
綴
原
市
）
田
原
本
（
磯
城
郡
田

　
原
本
町
）
な
ど
の
文
禄
検
地
帳
に
お
け
る
職
人
i
大
工
、
鍛
治
な
ど
す
べ

　
て
半
農
半
工
で
あ
る
。

⑧
商
人
上
層
は
農
業
と
の
関
孫
を
有
し
な
い
の
で
、
農
業
と
関
係
あ
る
商

　
人
は
商
人
中
間
・
下
磯
と
考
え
た
。

⑨
『
今
井
町
史
臨
四
〇
〇
買
参
照
。

⑩
　
表
9
以
下
参
照
。

V
　
周
辺
農
村
の
動
向

　
前
項
ま
で
に
戦
国
末
よ
り
織
豊
期
に
わ
た
る
今
井
の
町
場
的
発
達
の
段
階
と

そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
つ
ぎ
に
町
場
周
辺
の
農
村
の
動

向
一
賃
幣
経
済
の
浸
透
度
；
に
つ
い
て
、
文
禄
検
地
帳
の
妻
入
俘
状
況
な
ど
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
考
え
て
み
た
い
。
前
項
で
は
今
井
中
心
に
考
え
て
き
た
が
、
八
木
の
場
食
を

も
含
め
て
今
井
・
八
木
周
辺
農
柑
に
お
け
る
爾
村
よ
り
．
の
恥
曝
状
況
を
整
理
す

る
と
表
7
の
ご
と
く
な
る
。
今
井
二
八
木
に
三
二
隣
接
す
る
三
条
・
内
膳
・
木

②原
（
後
図
参
照
）
に
お
け
る
総
入
作
反
別
の
割
合
は
夫
々
八
七
・
四
二
％
、
八

六
・
一
四
％
、
五
九
・
八
三
％
で
あ
り
、
異
常
に
高
率
と
考
え
ら
れ
る
。
今
井
・

八
木
よ
り
一
村
を
隔
て
て
隣
接
す
る
上
陥
寺
の
場
合
は
一
二
〇
・
〇
一
％
で
前
薪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
り
劇
舎
は
少
く
、
今
井
・
八
木
よ
り
数
ケ
村
隔
て
た
土
橋
・
十
毒
の
場
含
は

欝
災
に
［
少
～
、
、
志
大
々
一
一
二
。
二
山
ハ
％
、
　
一
五
。
七
八
砿
μ
で
由
の
ヲ
0
。
　
枷
刺
場
に
一
新
近
し

今井・八木よりの霞作状況表7

今紺雌麻・・酢｝全入罐野村

94，950
87．42

273，　718

86．14

2500
　コ

2．30

100，　213

36．62

797／7
　　り

30．　01

299．　528

59．　83
　　　’

53，　802

13．　26

16，　303

6・．a垂

　　　反

131．級2
43．　91C／o

なし

83，　930

77．　28c／．

　反！03，　028

37．　66C／o

　反
37，　820

1tl．　73a／e

四条

内膳

上晶寺

なし木原

78，694
15．　78

石
0368
　ひ

0．74％

　反

1514
　り

0．38％

なし

橋

市十

触聡叢灘思掛い・よる㈲
　3，その他は交禄4年の検地帳1＝　4；る（反）

　4，出入作は町場周辺農村では一般的にみられる
　　現象と考えられ，村切によって怨じたものとは
　　考えがたい。

：ユ35 （775）



　　今井・八木を申心とした大和の略図

至＿一薯一轟

言

下
っ
・
追

㊥

　
　
の

横
奮
ひ

　
　
の

　
　
ム
．

　
至
愚

贈豊・⑳

④
響
◎
一

路1薪焦差油

箋

　町
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織豊期における村落共問体の動向（朝倉）

増減

表8　登録人の動向（於根戒柿）

胃 文禄検地帳
fE・

慶長検地帳

【
十
｝

内ヤシキ地
反溺

O．510

0．018

0．　020

反 別反別 ﾕシ穐
等比＼、項　N

　　　　’x

26．011

8．　902

！7．　705

7．　200

59．　818

十

十

一
　
　
十
　
十
十
一
【
十
「

十
鳳
凹
十
十
十
十
十
一
　
【
同
十
一
一
十
十
嗣
十

23．　70　619・i．O．6R　e．300

　　　2．021

　　　6．　905

　　0．101
　　0．　200

（0．002カ）

　　8．209

外1所
　　O．　402

　　4．　806

　　0．　703

　　2．120

16．　242

　　4．9ユ8

外1所
　　6．　216

　　2．　320

　　3．128

　　6．1／5

　　2．　227

　　90．813

外1所3

O．200

O．210

1　所

O．120，0．114

0．016

’1　所

0．028（繍）

O．510

講§；
鵜

罎
！

，1些

事1所1

　4ほ18　0ほ06
1：1墾

響：恐耀
O．220

O．　028

O．415

0．ユ00

0．　200

06
O0

P0

ほ
β
2

0
（
）
　
　
0

O，　410

O．020

41．　9i－81

　　　　　1
！9・　！991・

13．　30！i

14．　4061

79．　7251

　9．709i
　　　　　　セ

1：llli

8・41gi

7’818

7・125i

l：1謬

6．415i

　5．618i
　　　　　　…

5・219

　　　　　　§
　4．826
　　　　　　1

　　4．619i

　　4．1201

　　4．0／9、

　　3．728：

　3．226、

　　　　　　ミ
107．123，

郎
六
郎
薬
嚢

＋
　
三
五

年
押
字
い
小
振

　
　
炉
弓
！

号
　

露
」

1
　
9
臼
り
0
4

0
0
0

一
町
以
上

01新二郎
2助
3宗
4太
5瓢

六
郎
部

郎

　6弥　太　郎

　7次　　　部
　8左衛門二郎
　9源　五　郎
　10喜　四　郎

011彦　　　六

　12甚　九　鄭
013　プ己　　律量　　1「『

　14善　四　郷
015弥　薫　郎
　16左衛門太郎
　17彦　二　鄭

　　小　　　計

一
　
町
　
～
　
　
三
　
反

O．　106

O．220

0．028

O．4！5

0．　200

2。525』
2．410i

　　　　　ミ
2．2181

2．！／9，

2．022i

1．8221

1．81σ

1。3121

1。014：

0．924：

0．9161

0．9091

0．629．

0．626：

0．619
0．600、

0．018

23，！19…

　　　　　5

01九郎五郎
　2六　　郎
　3弥干瓢
04与七郎
05助　　七
　6明　　舜
　7彦三郷
　8道　　藤
　9寄　　会
　10与五郎
　11給　　七
　12弥　　烹
　13　！」、　　プく　　良［5

14

15這
彦

泉

16左徳十四郎
17七

　小

川

計

○印木棉栽培を行ってい．る。

三
　
　
反
　
　
以
　
　
下

て
い
る
駅
程
入
作
反
胴
の
割
合
が
大
き
く
、
か
つ
町
場
今
井
・
八
木
よ
り
の
繊

作
反
別
が
圧
倒
的
に
大
き
い
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八
木
の
場

含
検
地
帳
が
乗
発
冤
で
あ
る
か
ら
わ
か
ら
な
い
が
、
今
井
の
場
合
入
作
人
は
二

人
（
と
も
に
一
筆
つ
つ
）
で
あ
っ
て
皆
無
に
干
し
い
。
さ
て
、
こ
れ
ら
出
入
作

地
は
買
得
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
っ
て
娼
入
作
反

別
（
割
合
）
の
多
寡
は
貨
幣
経
済
の
浸
透
度
を
派
す
指
標
と
考
え
て
差
支
え
な
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い
で
あ
ろ
う
、
以
上
の
よ
う
な
町
場
・
周
辺
農
村
を
中
心
と
し
た
幾
幣
経
済
の

形
成
の
要
顯
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
と
し

て
商
品
作
物
の
栽
培
（
周
辺
農
村
）
と
そ
の
加
工
（
町
場
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
小
地
域
麟
な
桂
会
的
分
梁
を
基
盤
と
し
た
商
品
経
済
の
展
開
が
考
え

ら
れ
る
。
龍
記
今
井
の
商
人
に
よ
る
取
引
商
品
は
米
・
繰
綿
・
三
布
・
味
囎
・

讐
油
∵
油
・
酒
な
ど
で
あ
っ
た
が
す
べ
て
周
辺
農
村
で
薪
品
作
物
と
し
て
栽
培

さ
れ
た
も
の
を
原
料
と
し
て
い
る
。
A
フ
，
井
に
南
接
す
る
四
条
で
木
下
栽
培
の
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
詑
し
た
が
、
天
正
一
四
年
の
検
地
帳
に
よ
る
と
八
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

三
％
の
割
合
で
作
付
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
さ
て
こ
う
し
た
動
向
が
如
何
な
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

結
果
を
町
場
、
周
辺
農
村
に
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
横
大
路
の
近
赫
で
あ
る
根

威
柿
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
根
成
糠
で
は
慶
長
八
年
の
検
地
帳
に
よ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

約
七
％
の
木
錦
作
付
反
照
が
考
え
ら
れ
た
。
章
い
難
風
に
は
文
禄
検
地
帳
も
現

存
す
る
の
で
、
爾
検
地
帳
の
比
較
に
よ
っ
て
圃
村
の
登
録
人
の
動
向
を
み
る
に
、

ほ
げ
し
い
階
厨
分
化
を
村
内
に
お
い
て
形
成
し
て
い
る
（
表
8
参
照
）
。
　
表
8

の
う
ち
彦
六
は
文
禄
縛
五
反
一
＝
九
よ
り
慶
長
時
二
専
心
一
〇
四
へ
と
飛
躍
的

に
鷺
録
地
を
増
加
し
て
い
る
が
、
増
加
分
の
文
禄
時
登
録
入
は
一
九
人
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
一
九
入
よ
り
買
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
根
嚢
柿
の
登
録
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

階
層
分
化
に
よ
る
登
録
地
の
移
動
は
一
般
に
買
得
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
さ
て
、
出
作
地
の
形
成
は
発
角
地
の
移
動
を
伴
う
こ
と
云
う
ま
で
も
な
い
。

従
っ
て
総
嫁
・
四
条
・
木
原
な
ど
に
お
け
る
入
作
地
の
増
加
は
、
こ
れ
ら
周
辺

表9　内膳島々内登録人別構成

別1登麺睡敷
　　　　　　　”1
）20以上：　1　10（蕉屋山登地力）

反

1（き’もいり）1

i（道場）

・鎚きうば1

4

2
　
つ
“
　
7

21乗～20以上

　　（中略）

　　6一一5

　　5一一4

　　4t－3

　　3一一2

2一一1

1未満

i3計

註1，ぬしなし，失入を除く，失人に屋敷
　　地登録／筆がある。
　2，交禄検地帳による。
　3，村高は372聡090である。

農
村
に
お
け
る
階
層
分
化
に
伴
う
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
含
町
場
と
し

て
の
今
井
・
八
木
を
含
め
て
登
録
地
の
移
動
↓
・
階
膚
分
化
が
形
成
さ
れ
、
登
録

地
は
町
場
へ
一
方
的
に
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
内
膳
な
ど
で
は
壁
薄
地

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
数
多
か
つ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
表
9
は
そ

れ
を
離
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
口
の
減
少
の
顕
著
な
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
右
内
膳
の
状
況
は
懐
古
が
天
正
一
九
（
一
五
九
一
）
年
に
発
布
し
た
身

分
法
度
の
「
在
々
百
姓
等
、
田
畠
を
打
捨
、
或
あ
ぎ
な
い
、
或
賃
仕
聡
幽
罷
出
」

ず
る
以
上
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
今
井

の
繭
工
兼
業
の
上
層
商
人
な
ど
と
の
対
比
に
お
い
て
考
え
る
と
き
「
賃
仕
事
凱

罷
出
」
ず
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
称
さ
れ
よ
う
。
そ
の
う
ち
に
は
雑
業
に
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織．豊期における村ミ客共i司体の動向（朝倉）

従
う
「
穐
」
の
い
を
と
が
葱
芝
ら
鴛
ほ
か
・
そ
の
毒
講
ら
か

に
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
．
　
　
　
　
　
　
　
亭

　
①
登
の
①
参
照
。

　
②
　
木
原
村
文
禄
検
地
帳
…
醍
凍
甫
木
原
町
、
平
限
喬
藤
氏
蔵
．

　
③
十
市
村
文
禄
名
寄
帳
一
橿
原
鐵
十
二
町
、
今
訳
為
男
氏
蔵
。

　
④
⑥
　
註
璽
の
⑨
参
照
。

　
⑤
　
窪
窪
及
び
膨
隆
の
⑳
参
照
。

　
⑦
前
掲
拙
稿
、
一
丁
し
買
参
照
。

　
⑧
脇
照
修
氏
「
近
世
酋
期
に
お
け
る
奉
公
入
の
問
題
」
（
『
近
世
史
研
究
篇

　
　
∵
…
ノ
泥
、
　
一
ご
頁
）
参
照
。

璽
　
大
和
に
お
け
る
小
商
品
経
済
圏
の
形
成

　
前
項
ま
で
に
よ
っ
て
町
場
（
在
郷
町
）
と
し
て
の
今
井
・
八
木
は
周
辺
農
村

と
小
地
域
的
な
鮭
会
的
分
業
に
も
と
ず
く
商
品
経
済
關
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

を
傭
り
え
た
。
さ
て
戦
國
末
よ
り
織
豊
に
か
け
て
大
和
に
お
い
て
は
寺
内
・
門

前
響
交
通
上
要
地
専
市
場
∴
城
下
な
ど
の
形
に
お
い
て
近
世
的
な
町
場
な
い
し

そ
の
蔭
芽
的
形
成
が
す
す
ん
で
お
り
、
か
か
る
町
場
を
中
心
と
し
て
葡
記
小
商

品
経
済
界
が
程
度
の
差
は
あ
れ
、
各
地
に
（
…
～
二
里
蔚
後
の
閥
隔
を
お
い
て
）

展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
。
以
下
に
右
小
簡
品
経
済
隅
の
中
心
と
な
っ
た
町
場
な
い

し
そ
の
蔚
芽
的
形
成
に
つ
い
て
要
点
的
に
認
す
と
左
の
ご
と
く
で
あ
る
（
荊
図

参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
今
井
・
八
木
の
属
す
る
中
和
地
域
、
嘱
時
と
し
て
は
唐
和
と
も
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
⑤
　
　
①

れ
る
）
に
お
い
て
は
、
今
井
・
八
木
の
ほ
か
に
購
康
本
・
横
大
路
・
桜
井
・
阿

　
⑤
　
　
　
⑥

貴
町
．
三
輪
．
三
瀬
な
荒
応
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
・
）
し
た
町
場
は
梱
互
に
関
連

を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
和
地
域
に
お
い
て
は
「
東
山
中
篇
を
も
屈
め
て

今
芽
が
隔
地
聞
取
引
を
基
盤
と
し
て
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
爾
瀦
地
域
（
当
時
と
し
て
堺
経
済
瀾
の
一
環
を
な
す
）
に
お
い
て
は
五
条
・

　
⑦
　
　
⑤
　
　
⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

須
悪
．
下
市
・
上
箏
・
罷
門
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
で
は
五
条
が
吉

野
川
の
，
欝
運
を
も
つ
て
堺
と
取
引
関
係
を
有
し
、
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考

・
兄
ら
れ
る
が
、
と
く
に
酉
吉
野
、
葛
上
地
域
で
重
き
を
な
し
た
。
下
市
も
繭
轡

野
を
背
景
と
し
た
が
、
上
霧
は
三
審
野
に
重
き
を
な
し
た
。

北
和
幾
で
は
響
と
し
て
の
餐
の
ほ
か
護
⑳
筒
掴
翫
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
奈
良
が
京
都
と
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
云
う
ま
で
も
な
い
が
．
、

龍
田
を
中
継
地
と
し
て
堺
と
も
交
渉
を
も
つ
て
い
た
。
北
和
地
域
の
中
心
は
楽

良
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
で
は
郡
山
が
筒
井
順
慶
の
城
下
町
と
し
て
発
展
す
る

に
つ
れ
て
次
第
に
重
ぎ
を
な
し
、
天
正
一
三
（
｝
汽
八
五
）
年
豊
瓶
聖
慮
が
郡

山
城
に
入
部
し
て
以
来
奈
良
の
発
展
を
も
抑
評
し
な
が
ら
そ
の
地
位
を
高
め
て

ゆ
ぎ
、
近
世
に
お
い
て
は
大
和
に
お
け
る
領
主
的
商
品
流
通
の
中
心
の
立
場
を

確
立
し
て
ゆ
く
。

①
八
木
（
縦
原
市
八
木
町
）
に
つ
い
て

　
㊥
「
下
つ
道
」
と
「
横
大
路
」
と
の
交
叉
点
一
交
通
上
の
要
地
。
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㈲
中
世
、
　
「
八
木
酪
」
の
所
在
地
。
大
B
本
史
料
八
ノ
三
、
文
明
元
年
一

　
　
二
月
二
六
日
の
条
、
　
「
大
和
八
木
下
買
衆
、
荷
坂
本
痙
衆
と
胡
廟
の
売

　
　
買
を
争
う
。
」

　
㊨
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
九
、
文
明
一
八
年
一
一
月
九
日
の
条
「
　
自
十
三

　
　
臓
歪
来
月
＋
三
豊
、
矢
木
市
二
毎
日
南
ヲ
可
立
雛
由
、
，
在
々
所
々
二
札

　
　
立
之
、
樹
國
、
他
霞
可
立
之
云
々
…
…
数
百
間
ノ
屋
形
打
之
云
々
」

　
ω
｝
入
文
一
｝
二
年
　
「
御
供
所
物
心
m
田
勲
獄
帳
漏
　
（
談
山
神
交
書
）
　
に
　
「
八
木
升
」

　
　
の
記
載
が
あ
る
。

　
㈱
隣
村
へ
の
繊
作
に
つ
い
て
は
表
7
参
照
。

　
環
濠
に
囲
ま
れ
た
市
場
町
と
し
て
の
八
木
の
発
達
段
階
は
今
井
に
準
じ
た

　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
　
田
原
本
（
礎
城
郡
出
原
本
町
）
に
．
つ
い
て

　
ω
中
世
、
　
「
櫓
物
座
扁
　
（
大
乗
院
支
配
）
の
所
在
地
。

　
㈲
旧
原
本
村
交
禄
検
地
帳
（
小
林
義
光
氏
蔵
）
登
録
入
と
し
て
「
と
ひ
漏

　
　
「
可
ち
母
」
「
束
し
ち
」
昏
一
人
が
あ
る
。
小
宇
門
田
ち
や
」
が
あ
る
。

③
横
大
路
（
大
和
高
田
市
横
大
路
）
に
つ
い
て

　
慶
豪
四
年
の
横
大
路
村
検
地
帳
（
樫
根
靖
三
氏
蔵
）
登
録
入
に
つ
い
て
註

　
頂
の
⑳
参
照
。

④
桜
井
（
桜
井
衛
桜
井
）
に
つ
い
て

　
G
O
永
正
｛
ハ
年
の
　
「
火
晦
進
阻
［
本
券
吻
人
」
　
　
（
多
純
武
富
田
人
儲
口
、
　
瓢
入
理
図
灘
日
館
慨
繊
）

　
　
に
よ
る
と
周
辺
農
村
浅
古
、
池
之
宮
地
方
で
は
「
桜
井
桝
」
を
使
用

　
　
（
鴇
桜
井
町
史
』
参
照
）
し
て
い
る
。

　
㈲
天
文
一
薫
年
「
御
供
所
惣
田
数
帳
」
に
「
桜
井
判
」
の
桝
の
使
摺
が
み

　
　
ら
れ
る
。
ほ
か
に
「
ハ
セ
判
」
「
リ
ウ
モ
ン
判
」
「
ウ
ダ
判
」
が
み
ら
れ

　
　
る
。
）

　
永
正
、
天
交
の
頃
よ
り
轟
巾
場
町
と
し
て
の
発
達
が
み
ら
れ
る
。
多
武
峯
を

　
背
崇
に
し
、
横
大
路
に
添
っ
た
環
濠
甫
場
惣
と
し
て
織
豊
期
に
は
一
溺
の

　
発
展
が
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
阿
貴
町
（
宇
陀
郡
大
宇
陀
町
内
）
に
つ
い
て
は
④
の
半
弁
門
ウ
ダ
判
」

　
参
照
。

⑥
三
輪
（
磯
城
郡
大
三
輪
町
三
輪
）
に
つ
い
て

　
ω
恵
比
須
社
、
「
天
正
十
五
丁
亥
年
八
月
八
田
」
の
棟
札
に
「
上
棟
城
上
郡

　
　
薫
輪
斎
場
美
酒
宮
奉
加
人
数
云
々
」
の
記
載
が
あ
り
、
　
近
世
三
輪
町
の

　
　
偲
体
と
な
っ
た
　
（
僻
、
∴
八
鷲
一
輪
町
中
人
』
　
一
山
一
二
一
頁
参
照
）
。

　
㈲
隣
村
粟
殿
村
へ
の
磁
作
状
況
（
交
禄
検
地
帳
に
よ
る
）
は

　
　
三
輪
上
市
一
九
一
石
七
七
三
三
　
　
　
激
騰
人

　
　
〃
〃
下
斎
一
三
一
石
七
九
〇
〇
　
　
　
一
五
人

　
　
〃
〃
躍
輪
－
一
六
石
八
五
四
〇
　
　
一
｛
人

　
　
桜
井
　
　
一
四
〇
石
三
五
六
一
　
　
　
　
九
人

　
　
粟
殿
村
へ
の
各
村
よ
り
の
出
作
は
二
一
・
四
一
％

　
　
（
凹
桜
井
町
史
』
二
四
〇
頁
参
照
）

⑦
翫
条
・
須
恵
（
五
条
市
五
条
・
須
恵
）
に
つ
い
て

　
o
り
門
寄
進
河
内
国
観
心
寺

　
　
　
大
和
瞬
篶
郡
須
恵
庄
国
難
繋

　
　
右
為
祈
講
料
、
所
々
寄
附
状
、
如
件
、

　
　
　
　
応
・
氷
十
山
ハ
年
鷺
一
月
瓢
一
十
日
沙
弥
　
　
　
　
（
曲
野
畑
昌
）
」
（
『
宇
智
通
史
』
）

　
㈲
　
須
恵
五
条
之
帳
（
文
禄
検
地
帳
写
、
天
理
図
書
館
蔵
）
に
お
け
る
縄
目

　
　
に
よ
る
魔
敷
地
登
録
人
九
人
（
総
麗
激
職
登
録
人
八
九
人
）
。
な
お
屋
敷
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地
登
録
状
況
は
五
戸
－
磁
人
、
画
筆
一
四
人
、
三
筆
…
一
閥
人
、
ご
筆

　
　
一
一
七
人
、
一
筆
；
五
一
人
で
あ
り
、
借
家
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

⑧
下
宙
（
吉
野
郡
下
市
町
）
に
つ
い
て

　
¢
り
明
応
掘
年
｛
向
宗
願
行
寺
建
立
－
寺
内
町
と
し
て
町
場
が
形
成

　
⑭
申
刀
儲
匹
法
身
尊
像
裏
激
日
、
　
明
応
六
年
九
目
”
十
⊥
一
蹴
牒
勝
林
臨
功
凹
口
幕
、
　
和
州
士
目

　
　
野
臓
器
五
領
需
用
下
市
、
瀬
窯
釈
道
信

　
0
9
多
聞
院
日
記
、
永
禄
九
・
一
一
・
二
四
の
条
に
「
是
（
奈
良
）
よ
り
天

　
　
州
ヘ
ハ
参
ニ
ハ
下
市
越
力
近
候
也
」
と
あ
り
、
士
問
野
へ
の
関
門
で
あ
る
。

　
㊥
吉
野
郡
（
天
川
・
川
上
・
大
塔
・
北
山
）
な
ど
に
お
け
る
木
地
師
に
よ

　
　
る
木
地
、
及
び
下
古
歯
く
の
漉
紙
の
集
散
地
。

⑨
　
上
市
（
吉
野
郡
大
淀
昨
内
）
に
つ
い
て

　
下
市
と
同
じ
頃
　
向
察
本
善
寺
が
建
立
、
寺
内
町
と
し
て
の
一
応
町
場
が

　
形
成
。
，
又
隅
栖
紙
の
集
散
地
で
あ
る
。

⑩
　
龍
門
（
吉
野
郡
吉
野
町
内
）
に
つ
い
て

　
註
④
桜
井
の
項
の
㈲
参
照
。

⑪
丹
波
市
（
天
理
市
丹
波
市
）
に
つ
い
て

　
q
り
　
そ
の
初
見
一
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
、
寛
正
三
・
八
・
五
の
条
。

㈱
元
亀
元
年
、
窃
留
祉
丹
波
領
惣
田
数
帳
（
石
上
神
宮
蔵
）
に
よ
る
と

　
　
「
大
文
宇
騰
、
く
つ
わ
ヤ
」
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

　
㊥
　
上
街
道
筋
に
添
う
市
場
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
（
「
天
理
市
宝
田
一

　
　
七
二
頁
）

⑫
筒
井
（
大
和
郡
山
市
笥
井
町
）
に
つ
い
て
、

　
筒
井
（
噸
永
）
氏
の
本
貫
で
あ
る
と
共
に
下
つ
道
に
添
っ
て
お
り
、
市
の

　
際
設
も
み
ら
れ
（
多
聞
院
目
記
）
、
一
応
町
場
化
の
形
成
が
考
え
ら
れ
る
。

⑱
龍
田
へ
生
駒
郡
斑
鳩
贈
盛
粧
）
に
つ
い
て

　
G
り
奈
良
、
堺
を
結
ぶ
中
継
地
、
法
隆
寺
門
前
と
し
て
、
大
和
で
は
八
木
に

　
　
つ
い
で
中
世
早
く
も
町
場
の
形
成
が
み
ら
れ
た
。

　
㈲
大
永
二
・
三
・
一
二
の
田
地
売
巻
に
「
龍
田
コ
マ
や
五
郎
二
郎
」
、
「
酒

　
　
屋
左
衛
門
三
郎
偏
が
み
え
る
。

　
的
天
文
八
・
三
・
一
八
付
の
田
地
売
券
に
「
龍
田
松
駐
左
衛
門
五
郎
」

　
　
「
コ
マ
ヤ
」
「
角
麗
助
次
郎
」
の
記
載
が
み
え
る
。

通
　
ま

と

め

　
以
上
戦
国
末
よ
り
織
豊
期
に
わ
た
る
大
和
の
近
世
的
な
町
場
の
形
成
に
つ
い

て
概
観
し
て
き
た
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
町
場
ば
周
辺
農
村
を

も
含
め
て
小
地
域
的
な
社
会
的
分
業
に
基
く
商
品
経
済
閥
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
。
か
か
る
形
成
は
右
経
済
隅
一
体
と
し
て
の
階
層
分
化
を
伴
い
な
が
ら
進
展

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
周
辺
農
村
の
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
方
向
は
内
膳
に
み
た
ご
と
く
、
入
作
の
増
大
、
人
口
の
減
少
↓
内
繕
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
村
落
共
嗣
体
及
び
そ
の
外
回
の
動
揺
専
崩
壊
で
あ
っ
た
。

　
封
建
体
制
は
土
地
経
済
虚
農
村
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
体
制
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
場
禽
封
建
体
制
に
照
応
し
た
商
品
流
通
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
封
建
体
制
を
よ
り
発
展
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
け
る
商
品
流
通
は
基
本
的
に
は
遠
隔

地
商
品
の
遠
隔
地
取
引
が
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
今
井
の
場
合
、
遠
隔
地
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取
引
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
た
が
、
そ
れ
は
遠
隔
地
商
品
で
は
な
く
て
、
周
辺
農

村
を
含
む
小
地
域
的
な
社
会
的
分
業
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
点
に
お
い
て
近
世
的
要
素
を
含
む
も
の
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
周
辺
農
村
↓

封
建
体
制
を
動
揺
↓
崩
壊
化
に
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
動
向
は
単
に
大
和
の
み
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
摂
河
泉
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
も
同
様
に
み
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
畿
内
先
進
地
域
の
動
向
と
し
て
一

応
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
信
長
の
あ
と
を
つ
い
だ
秀
吉
は
、
ま
ず
畿
内
先
回
地
域
を
そ
の
交
醜

下
に
収
め
、
太
閤
検
地
を
施
行
し
、
そ
れ
を
誌
盤
と
し
て
全
圏
統
一
を
強
行
し
、

検
地
を
も
全
瞬
化
し
た
が
、
か
か
る
時
点
に
お
け
る
客
観
状
勢
（
一
側
弼
）
は

右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
齢
隣
学
期
を
滋
じ
て
農
村
に
お
い
て
進
展
す
る
階
暦
分
化
に
は
三
姫
名
の

　
分
解
に
も
と
つ
く
も
の
と
考
え
た
い
。
上
島
有
氏
「
南
北
朝
、
蜜
町
費
の

　
農
民
生
繕
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
三
七
号
）
な
ど
参
照
。

②
　
晦
場
と
町
場
　
と
の
中
聞
地
域
（
圏
内
に
お
い
て
町
場
よ
り
比
較
的
醜
隊
れ

　
た
地
域
）
の
農
　
村
で
あ
っ
て
商
贔
作
物
栽
培
を
形
成
す
る
に
至
ら
な
い
農

　
村
で
あ
っ
て
も
、
名
主
百
姓
の
生
麓
物
（
年
貢
置
畳
の
た
め
）
余
剰
生
産

　
物
の
製
剤
を
軸
と
し
て
貨
幣
経
済
の
浸
透
が
考
え
ら
れ
る
。
築
磯
の
貫
丈

　
制
や
、
戦
醒
大
名
に
う
け
つ
が
れ
た
徳
政
（
当
時
の
田
畠
の
売
券
に
は
必

　
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
徳
政
無
効
の
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
は
以

　
上
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
は
百
姓
名
の
分
解

　
を
す
す
め
、
有
力
化
す
る
二
三
は
武
士
化
の
道
を
た
ど
り
、
封
建
権
力
の

　
基
盤
が
再
生
産
さ
れ
る
。

③
　
註
1
の
⑤
参
照
。
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Trend　of　Village　Community　in　the　Period　of

　　　　　　　　　　　　　Oda一　Toyotomi織豊

　　　　　　　especially　in　Yamato大和and　imai今井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Asakura

　　Village　community　was　gradually　grasped　as　an　object　of　feuclar

control　through’　the　formation　of　ffideyoslzi　u＄．scth“　administyation

the　establishment　of　Shogunate　system．　ln　this　case，　ie　is　a　question

in　what　process　of　feudalism　the　conimunity　of　the　perlod　of　Oda－

Tayotomi　was．　，　　The　advanced　area　of　Kinai畿内　where　the　forma£ion　of．

Machiba町場was　predorninant，　is　to　be　understood　iR　the　rela－

tion　with　Machiba，　as　an　angle　to　understand　the　nature　of　rural

community　concretely．　From　this　point　of　view，　we　can　keep　in

mind　the　formation　of　commodity　economy　in　narrow　area　includ－

ing　Machiba　as　a　center　and　villages　around　it．　That　is，　village

community　becomes　concrete　by　grasping　it　as　a　place　around

Machiba．　ln　this　case，　class　differentiation　makes　progress　in

the　form　in　which　emigrants　from　Machiba　showed　extraordinary

high　rate　especially　in　the　village　next　to　Machiba　This　pheno－

menon　offers　a　foundation　that　the　then　village　community　was

already　ilt　the　process　of　feudal　dissolution．

The　English　Wool　Trade　in　the　15th　CeRtury

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Kisao　Ono

　　The　aim　of．　this　article　is　to　trace　the　deve！opment　of　the　Eng－

lish　wool　trade　in　the　fifteenth　century　which　led　to　tlie　establish－

ment　of’@the　Staplers　in　．　Calais．　The　multifarious　infiuences　of

this　monopolistic　trade　were　felt　ln　every　field　of　the　political　and

economic　history　of　the　period，　but　m．ain　forces　can　be　suiTime（1

up　as　follows：　the　protection　of　English　trade　from　the　foreign

interference，　the　boona　of　commerclal　capitalism，’the　growth　of

the　woollen　inclustxy　ancl　last　but　not　least　th．e　fostering　of　the

royal　finance．　The　crucial　period　of　this　change　of　the　economic

trend　falls　in　the　earlier　pare　of　Eaward　IVs’　reign．　The　much－

discussed　origin　of　inercantiiism　is　still　to　be　sought，　but　it　is　not

too　much　to　say　that　this　period　ushered　in　the　new　age　of　Eng－

lish　trade．
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