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奈

良

・
東
向
北
町

の
町
内
構
造

『
万
大
帳
』

の
分
析
t

.鎌

田

道

隆

近
世
奈
良
町
研
究
グ

ル
ー
プ

は

じ

め

に

古
代

・
中
世
の
奈
良
に
関
す
る
歴
史
研
究
は
、
か
な
り
盟
か
な
質
母
を
誇

っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
学
問
的
成
果
や
雰
囲
気
の
故
で
あ
ろ
う
か
、
現
代
の
奈
良
は
近

世
や
近
代
を
と
び
こ
え
て
、
古
代

・
中
世
史
的
理
解
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る

か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
な
事
実
を
ふ
ま
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
奈
良
市

の
中
核
と
な

っ
て
い
る
旧
奈
良
町
は
、
町
民
の
真
摯
な
町
づ
く
り
の
努
力
に
よ

っ

て
、
戦
国
時
代
以
降
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
地
域
史
的
な
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
近
世
や
近
代
の
歴
史
を
抜
き
に
し
て
、
現
代
の
奈
良
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
近
世
奈
良
町
の
研
究
は
手
を

つ
け
ら
れ
た
ば

(
-

)

か
り
で
あ
る
。
都
市
支
配
や
都
市
構
造
に
関
す
る
総
合
的

・
個
別
的
研
究
の
積
み

か
さ
ね
が
急
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
東
向
北
町

の
貴
重
な
町
内
記
録
で
あ
る

『
万
大
帳
』

の
分
析
を
通
し
て
、
近
世
奈
良
町
の
構

造
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題

と
し
た
。
東
向
北
町
は
、
現
在
は
近
鉄
奈
良
駅
に
隣
接
し
東
向
商
店
街
を
形
成
す

る
繁
華
な
町
で
あ
る
が
、
町
並
み
の
形
成
は
十
六
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
進
ん
だ
ら
し

く
、
当
初
、
通
り
の
西
側
に
の
み
町
家
が
あ

っ
て
東
側
は
興
福
寺
の
築
地
と
な

っ

(
2
)

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら

「東
向
」
の
称
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

『万
大
帳
」
は
正
保

二
年
か
ら
明
治
十
六
年
に
い
た
る
二
百
四
十
年
間
の
東
向

北
町
の
町
内
記
録
で
あ
り
、
廣
吉
壽
彦

・
安
彦
勘
吾
両
氏
に
よ

っ
て
翻
刻
さ
れ
、

全
十
冊
の
う
ち
九
冊
目
の
慶
応
四
年
ま
で
の
部
分
が

『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

九

門
前
町
篇
』
(
一
九
七
七
年
刊
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『万
大
帳
』
に
関
す

る
書
誌
的
な
紹
介
や
記
録
概
要
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
解
題
に
詳
し
い
。

本
稿
で
は
、

廣
吉

・
安
彦
両
氏
の
業
績
に
依
拠
し
な
が
ら
、

東
向
北
町
の
町

内
構
造
や
運
営
に

つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
項
目
を
細
分
し

て
、

『
万
大
帳
』
の
分
析
を
試
み
た
。

ま
ず
、
近
世
都
市
に
お
け
る
町
共
同
体
の
構
成
要
件
の
根
幹
を
な
す
家
屋
敷
の

問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
家
屋
敷
売
買
記
事
等
の
追
跡
か
ら
、
東
向
北
町
の
屋
敷
割

の
変
遷
と
家
持
層
の
変
動
状
況
、
奈
良
特
有
の
号
所
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、

ま
た
家
屋
敷
に
付
…帯
す
る
軒
役
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
。

つ
ぎ
に
、
東
向
北
町
の
町
内
組
織
と
構
成
に
関
し
て
、
町
年
寄

・
月
行
事
な
ど

町
役
人
の
実
態
を
分
析
し
、
五
人
組
の
構
成
と
機
能
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
ま

た
、
町
の
準
構
成
貝
で
あ
る
借
屋
人
の
動
向
に
も
注
目
し
て
み
た
。
さ
ら
に
町
の

運
営
に
つ
い
て
は
、
行
政
的
な
町
の
位
置
づ
け
を
さ
ぐ
る
た
め
に
触
書
の
分
析
を

行
な
い
、
町
運
営
の
指
針
と
な
る
町
定
に
つ
い
て
も
検
討
、
そ
し
て
日
常
的
な
町
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の
営
み

へ
の
関
心
か
ら
町
民
の
生
業
の
問
題
を
と
り
あ
げ

た
。

そ
し
て
最
後
に
、

『
万
大
帳
』
に
記
さ
れ
た
諸
事
件

の
な
か
か
ら
、
東
向
北
町

の
立
地
上
大
き
な
問
題
と
な
る
洪
水
、
江
戸
中
期
に
二
度
に
わ
た
っ
て
当
町
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
火
災
、
興
福

寺
門
前
町
と
し
て
伝
統
的
で
特
殊
な
死
鹿

の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
東
向
北
町
お
よ
び
近
世
奈
良
町
の
特
性
を
考
察
す
る
何

ら
か
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
試
み
た
。

一

東
向
北
町
の
家
屋
敷

家
屋
敷
売
買
記
事
に
つ
い
て

東
向
北
町
に
お
け
る
屋
敷
割
と
そ
の
変
遷
を
確
定
す
る
た
め
に
、
家
屋
敷
の
売

買
か
ら
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に

『
万
大
帳
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

史
料
と
し
て
使
用
し
た
の
は

『
万
大
帳
』
の
う
ち
活
字
化
さ
れ
た
部
分
、
正
保
元

年
か
ら
慶
応
四
年
ま
で
の
二
百

二
十
四
年
間
分

で
あ
る
。

記
録
自
体
が
こ
れ
だ
け
の
長
き
に
わ
た
る
た
め
、
記
録
者
も
数
代
に
及
び
、
そ

れ
が
記
載
形
式
の
変
化
と
い
う
形
で
も
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
物
件
に

つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
、
間
口
、
奥
行
、
家
代
銀
高
、
当
事
者
間
の
売
買
契
約
の

成
立
と
保
証
人
の
連
印
な
ど
家
屋
敷
売
買
記
事
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
の
は
、
中

(
3
)

期
の
約
六
十
年
間
だ
け
で
あ
る
。
記
録
開
始
か
ら
元
禄
十
五
年
に
至
る
約
六
十
年

間
と
、
明
和
年
間
か
ら
慶
応
四
年
に
至
る
約
百
年
の
間
に
つ
い
て
は
、
購
入
者
か

ら
町
に
出
さ
れ
る
祝
儀
に
よ

っ
て
の
み
、
売
買
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
家
之
祝
儀
」
の
記
事
も
年
代
に
よ

っ
て
様
々
な
形
式
を
と

っ
て
い
る
の
だ
が
、

全
体
を
通
じ
て
も

っ
と
も

一
般
的
な
も

の
は
、
家
代
銀
の
十
分
の

一
、
面
替
、
樽

肴
、
官
途
、
会
席
(会
跡
と
も
書
く
)
の
各
祝
儀
を
出
し
、
ま
た
町
内
で
初
め
て
家

を
購
入
し
た
者
の
場
合
は
、
そ
の
家
族
構
成
な
ど
に
合
わ
せ
て
刀
酒
、
子
酒
、
水

樽
な
ど
の
祝
儀
を
追
加
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

こ
の
記
事
に
よ

っ
て
、
購
入
者
の
名
前
、
家
代
銀
総
額
を
割
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、

「祝
儀
」
全
体
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
原
則
的
に
は
前

年
に
集
め
ら
れ
た
祝
儀
を
、
翌
年
正
月
に

「覚
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
の
で
、

家
の
祝
儀
記
載
の
前
年
に
売
買
が
あ

っ
た
と
判
断
で
き
る
。

寛
文
六
年
か
ら
延
宝
六
年
ま
で
の
十
二
年
間
に
は
、

「
御
城
米
十
分

一
」
と
い

う
祝
儀
が
見
ら
れ
る
。
家
屋
敷
購
入
者
の
ほ
か
に
こ
れ
を
醸
出
し
た
者
は
見
あ
た

ら
な
い
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
。
寛
文
十
年
以
降
は
、
そ

れ
ま
で
家
屋
敷
購
入
者
に
は
課
し
て
い
な
か

っ
た

「官
途

(官
頭
と
も
書
く
)
」

を
追
加
し
、
続
い
て
元
禄
六
年
に
は
初
め
て

「家
之
祝
儀
」
と
表
題
が

つ
け
ら
れ

て
、
そ
の
後
約
二
百
年
続
く
形
態
が
、
こ
こ
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。

売
買
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
事
が
登
場
す
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
十
年
後
の
元

禄
十
六
年
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
が
行
な
わ
れ
た
家
の
詳
細
な
デ
ー
タ

(大

ま
か
な
所
在
地
、
間
U

・
奥
行
の
寸
法
、
排
水
や
井
戸
の
状
態
)
と
、
家
代
銀
高

を
記
載
、
更
に
そ
の
年
の
年
寄
、
そ
の
家
の
所
属
す
る
五
人
組
の
構
成
員
、
口
入

れ
人
が
連
記
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
年
中
は
家
の
祝
儀
も
同
時
に
記
載
さ
れ
る
。
宝

永
に
入
る
と
祝
儀
の
み
は
翌
年
の
記
事
に
繰
り
込
ま
れ
て
、
記
載
形
式
は

一
応
整

理
さ
れ
て
い
る
。

延
享
三
年
に
な
る
と
、
売
買
記
事
に
証
文
の
写
し
ら
し
き
文
章
が
加
わ
る
が
、

十
八
年
後
の
明
和
元
年
、
町
有
の
家
を
布
屋
庄
八

へ
売
却
し
た
記
事
を
最
後
に
家

屋
敷
売
買
の
詳
細
な
記
事
は
な
く
な
る
。
こ
れ
以
後
は
再
び

「家
之
祝
儀
」
だ
け

の
時
代
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
慶
応
四
年
ま
で
の
約
百
年
間
に
は
さ
ま

(
5

)

ざ
ま
な
特
殊
型
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
記
録
者
は
同
時
期
に
数
人
お
り
十
年

か
ら
二
十
年
の
単
位
で
入
れ
か
わ

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
こ
れ
が
書
式
の
大
き
な

(
6

)

変
化
と
な

っ
て
現
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

家
屋
敷
売
買
の
実
態

次
に
、
売
買
記
事
や
家
の
祝
儀
の
集
計
に
よ

っ
て
、
家
屋
敷
売
買
の
姿
を
明
ら

か
に
し
て
み
よ
う
。
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(
7
)

家
屋
敷
売
買
件
数
は
、
正
保
元
年
か
ら
慶
応
四
年
ま
で
の
二
百
十
五
年
分

で
百

(
8
)

六
十
九
件
、
経
済
的
事
情
に
よ
る
差
し
出
し
な
ど
を
含
め
た
無
償
の
譲
渡
が
四
件

で
、
家
族
外
の
者
に
家
屋
敷
を
売
却

・
譲
渡
し
た
例
と
し
て
は
計
百
七
十
三
件
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、

「
家
之
祝
儀
」
と
あ

り
な
が
ら
肝
心
の

「
十
分
の

一
」
が
見

あ
た
ら
ず
、

「面
替
」
の
書
き
間
違
い
と

(
9
)

思
わ
れ
る
も
の
が
三
件
、
逆
に

「家
之
祝
儀
」
と
す
る
表
題
も

「
十
分

の

一
」
欄

も
と
も
に
な

い
が
、
出
銀
理
由
の
不
明
な
金
額
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
「
家
之
祝
儀
」

(
10
)

の
可
能
性
が
高

い
も
の
が
四
件
あ
っ
て
、
差
し
引
き
は
百
七
十
四
件
と
な
る
。
さ

ら
に
、
町
が
家
屋
敷
を
買
得
し
た
場
合

は
家
の
祝
儀
を
出
さ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら

『万大帳」による家屋敷売買件数の変化表1

考備

「家之祝儀」 と思われ る祝儀3件 を含む

うち,元 禄大火の焼屋敷売買6件

無套値購震〃斐1イ牛を含む

無償譲渡1件,町 への差し出 し2件 を含む

うち,宝 暦大 火(北 焼)の 焼屋敷 売買3件

「面替」 の書 き間違い と思われ る 「家之 祝1
儀」1件 を除 く

「面替」の書 き間違 いと思 われ る 「家之祝
儀」1件 を除 く

に
よ
っ
て
実
数
が
多
少
増
加
す
る
。

判
明
し
た
か
ぎ
り
で
の
年
平
均
の
売
買

・
譲
渡
件
数
に
つ
い
て
は
、
二
百
十
五

年
分
で
百
七
十
件
で
あ
る
か
ら
、
約
○

・
八
件
と
な
る
。
五
年
間
に
四
軒
の
家
屋

敷
で
所
有
者
が
変
わ
る
計
算
に
な
る
。

十
年
毎
の
件
数
集
計
は
表

一
の
と
お
り
で
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初

頭
に
か
け
て
と
く
に
多

い
が
、
こ
の
う
ち
宝
永
期
の
も
の
は
元
禄
十
五
年
大
火
の

焼
屋
敷
が

一
斉
に
売
り
に
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
宝
暦
十
二
年
に
も
火
災
が
あ

っ
た
が
、
全
焼
と
い
う
事
態
は
免
れ
だ
た
め
、
集
計
の
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
目
立

つ

も
の
と
は
な

っ
て
い
な
い
。

さ
て
、
百
七
十
四
件
の
家
屋
敷
売
買

・
譲
渡
の
う
ち
、
家
の
所
在
地
、

買
数

売
件

年 号

記録上 の売買件数は170件
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計

売
主
、
買
主
が
把
握
で
き
る
の
は
百
二
十
八
件
で
あ
る
。
記
録
か
ら
直
接

(
11
)

判
明
す
る
の
は
五
十
二
件
で
残
り
の
七
十
六
軒
は
推
定

に
よ
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
所
在
地
の
推
定
に
あ
だ
っ
て
は
、
五
人
組
の
覚
や
、
家
の
順

番
に
担
当
し
た
と
思
わ
れ
る

「年
預
」
な
ど
の
記
録
を
も
参
考
に
し
た
。

同

一
の
家
に
も

っ
と
も
長
く
居
佳
し
た
例
を
割
り
出
し
て
み
る
と
、
西

側
巾
ほ
ど
の
菊
屋
が
あ
げ
ら
れ
る
。
菊
屋
は
寛
文
元
年
か
ら
天
保
三
年
ま

で
の
百
七
十

一
年
に
わ
た
っ
て
同
じ
家
に
居
住
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く

の
は
東
側
南
角
の
大
黒
屋
で
、
少
な
く
と
も
寛
文
十
年
に
は
同
所
に
居
住

し
て
お
り
、
天
保
八
年
ま
で
の
百
六
十
七
年
間

こ
の
家
に
居
住
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
米
屋
が
百
五
十
九
年
以
上
、
山
城
屋

が
百
五
十
八
年
、
御
器
屋
が
百
四
十

一
年
以
上
、
同

一
家
屋
に
居
住
し
て

い
る
。
珍
し
い
も
の
と
し
て
は
丸
屋
家
屋
敷
の
例
が
あ
る
。
貞
享
元
年
に

西
側
中
ほ
ど
に
家
屋
敷
を
購
入
し
た
も
の
の
、
元
禄
十
四
年
に
は
既
に
貸

家
と
な

っ
て
お
り
、
本
人
は
他
町
に
居
住
し
て
い
る
。
文
化
十

一
年
売
却

す
る
ま
で
百
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
他
町
に
居
住
す
る
丸
屋
が
所
有
を

続
け
て
お
り
、
町
外
に
基
盤
を
持

つ
者
が
こ
れ
ほ
ど
の
長
き
に
わ
た

っ
て
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家
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る
例
は
、
ほ
か
に
見
あ
た
ら
な
い
。
売
買
の
多
い
家
屋
敷

と
し
て
は
、
西
側
南
角
か
ら
北

へ
四
軒

目
の
家
屋
敷
が
あ
げ
ら
れ
る
。
確
認
さ
れ

た
だ
け
で
も
元
禄
四
年
か
ら
文
政
五
年

ま
で
、
八
回
売
買
き
れ
て
い
る
。

売
買

.
譲
渡
物
件
の
所
在
地
を
東
西

に
区
分
し
て
集
計
し
て
み
る
と
、
位
置
を

特
定
し
た
百
二
十
八
件
の
う
ち
、
東
側
が
四
十
七
件
に
対
し
て
西
側
は
八
十

一
件

で
、
大
き
な
差
が
で
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
西
側
の
方
が
家
数
自
体

多
い
と
い
う
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
百
数
十
年
に

わ
た
っ
て

一
度
も
売
買
さ
れ
な
か

っ
た
家
が
東
側
に
四
軒
も
あ
る
こ
と
、
逆
に
売

買
回
数
の
多
い
家
が
西
側
に
多
い
こ
と
に
よ

っ
て
数
字
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
も
原
因
の
ひ
と

つ
で
あ
ろ
う
。

一
東
向
北
町
の
町
並
み
復
元

享
保
十
五
年
改
の

「
家
之
覚
」
や
売
買
記
事
の
寸
法
を
も
と
に
、
町
の
屋
敷
割

(
12
)

を
復
元
し
て
み
よ
う
。
享
保
の

「
覚
」

に
は

一
軒
ご
と
の
間
口
を
は
じ
め
と
す
る

屋
敷
地
の
寸
法
、
当
時
の
所
有
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「覚
」
で
確
認
で

き
な
い
寸
法
も
若
干
あ
る
が
、
享
保
前
後
に
は
売
買
記
事
に
も
家
屋
敷
の
寸
法
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
も
と

に
か
な
り
正
確
な
平
面
図
を
作
る
こ
と
が

(
13

)

可
能
で
あ
る
。

た
だ
屋
敷
割
図
の
復
元
に
あ
た

っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
直
接
証
明
す

る
史
料
が
な
く
、
推
定
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
あ

っ
た
。
そ
の

一
点
は
西

側
北
角
か
ら
南

へ
三
軒
目
の
家
屋
敷
付

近
の
地
割
り
に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う

一

点
は
東
向
北
町
の
西
側
に
あ

っ
た
中
筋

町

へ
抜
け
る
道
の
正
確
な
位
置
に
つ
い
て

で
あ
る
。

=
鰯

目
の
屋
敷
地
は

「
」

の
字
形

を
し
て
い
を

と
が
売
買
記
事
な
ど
か
ら

わ
か
る
。
こ
の
張
り
出
し
部
分
は
南
北
が
十

一
問
五
尺
あ
る
が
、
三
軒
目
の
地
幅

と
そ
の
南
北
両
隣
に
位
置
す
る
屋
敷
の
地
幅
を
合
計
し
て
も
八
間
六
尺
余
し
か
な

く
、
南
か
北
か
に
さ
ら
に
相
当
間
数
が
張
り
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
さ
ら
に
北
側
で
あ
る

一
軒
目
の
地
尻
幅
三
間
余
と
、
さ
ら
に
南
側
と
な
る
五

軒
目
の
地
尻
幅
三
間
三
尺
を
考
慮
す
る
と
、
二
軒
目
か
ら
五
軒
目
の
裏
ま
で
張
り

出
し
た
場
合
、
計
算
上
は
十
二
間
三
尺
程
度
、

一
軒
目
か
ら
四
軒
目
ま
で
と
仮
定

し
た
場
合
は
十

一
間
六
尺
余
と
な
り
、
後
者
の
方
が
土
地
境
界
が
よ
り
自
然
な
形

状
と
な
る
。

さ
ら
に

『万
大
帳
』
記
事
本
文
申
に
も
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
部
分
が
あ
る
。
享

保
十
六
年
三
月
の
死
鹿
記
事
が
そ
れ
で
、

「
墨
形
屋
次
兵
衛
屋
敷
北
側
に
而
大
豆

山
突
抜
町

へ
先
年
よ
り
出
入
口
閑
テ
有
之
候
。
其
所
に
而
小
鹿
死
申
候
」
と
あ
る
。

墨
形
屋
は
西
側
の
北
か
ら
三
軒
目
で
あ
り
、
こ
の
屋
敷
の
形
状
か
ら
考
え
て
も
、

二
軒
目
と
三
軒
目
の
間
に
道
が
あ

っ
た
と
い
う
意
味
に
は
と
れ
ず
、
町
の
北
辺
に

道
が
あ

っ
て
こ
れ
に
張
り
出
し
部
分
の
北
端
部
が
接
し
て
い
た
と
見
る
方
が
よ
り

自
然
で
あ
る
。
同
記
事
は
死
鹿
の
位
置
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
厳
密
を
期
す
た
め
に
も
、
当
時
の

一
軒
目
で
あ

っ
た
椀
屋
の
名
前
を
出

(
15
)

さ
ず
に

「
墨
形
屋
次
兵
衛
屋
敷
北
側
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
中
筋
町

へ
の
道
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
東
向
通
と
、
東
向
北
町
に
西
隣

す
る
中
筋
町

へ
の
道
が
三
叉
路
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
和
州
南
都
絵
図
全
」

な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
現
在

で
も
こ
の
道
は
あ
る
が
、

享

保

の

「
覚
」
や
そ
の
他
の
家
屋
敷
売
買
記
事
な
ど
に
は
こ
の
道
に
つ
い
て
の
記
述
は
見

あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
宝
暦
大
火
の
記
事
に
参
考
と
な
る
記
述
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
奈
良
町
全
体
の
被
害
を
列
記
し
た
部
分
に
「東
向
北
町
、
中
筋
町
辻
ま
て
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
火
で
の
西
側
焼
失
家
屋
は
北
側
約
三
分

の

一
の
七
軒

で
、
丸
屋
太
平
次
の
貸
家
ま
で
を
焼
失
し
、
そ
の
南
隣
の
町
所
持
の
家
は
被
害
を

免
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に

「
中
筋
町
辻
」
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
西
側
北
角
か
ら
八
軒
目
と
同
九
軒
目
は
、
火
災
直
後
に
統
合
さ
れ
て
会
所
と

な
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
間
に
道
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
七
軒
目
と
八
軒

目
の
間
に
中
筋
町

へ
の
道
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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図1東 向北町の屋敷割復元図

東
向
北
町
の
号
所

東
向
北
町
に
あ
っ
て
は
、
享

保
十
五
年
当
時
で
東
側
北
角
か

ら
二
軒
目
と
西
側
同
十
六
、
十

七
軒
目
の
計
三
軒
が

「
号
所
」

と
さ
れ
て
い
る
。

「
号
所
」
と

は
本
来
、
春
日
大
社
の
神
官
や

興
福
寺
下
級
役
人
の
屋
敷
で
あ

り
、
東
向
北
町
の
号
所
も
東
側

は

コ

乗
院
」
、
西
側
は

「興

福
寺
専
当
」
の
所
有
で
あ
る
。

西
側
の
号
所
に
つ
い
て
み
て

み
る
と
、
当
初
北
か
ら
十
六
軒

目
、
同
十
七
軒
目
は

一
軒
の
建

物
で
あ
り
、
専
当
の
松
田
長
順

が
所
持
し
て
い
た
。
こ
れ
が
正

保
元
年
ま
で
に
は
鮨
屋
七
兵
衛

に
売
却
さ
れ
、
同
年
に
は
こ
れ

が
二
軒
に
割
ら
れ
て
、
そ
の
後

(
16

)

長
く
続
く
形
態
と
な
っ
た
。
こ

の
二
軒
は
、
専
当
に
地
子
米
を

出
す
ほ
か
は

一
般
の
家
屋
敷
と

同
様
に
扱
わ
れ
た
ら
し
く
、
次

次
に
転
売
さ
れ
て
享
保
年
間
に

至

っ
た
。
し
か
し
、
享
保
七
年

七
月
に
な
っ
て
専
当
方
よ
り
突
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然

「号
所
屋
敷
之
義
は
諸
役
御
免
許
に
候
間
、
向
後
町
並
之
役
義

一
切
致
さ
せ
申

(
17
)

間
敷
旨
」
言
い
渡
さ
れ
、
さ
ら
に

「若
此
上
内
証
に
而
町
並
役
義
相
勤
候
は

＼
屋

(
18
)

敷
専
当
中

へ
取
上
申
候
」
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
町
で
は
か
な
り
混
乱
し
た
。

売
買
さ
れ
て
所
有
権
が
変
転
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
専
当
方
は
地
子

支
配
と
い
う
形
を
通
し
て
号
所
本
来
の
面
目
を
保
と
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対

し
て
町
は
実
態
と
し
て
の
所
有
権
を
重
視
し
て
対
立
し
た
。
町
の
諸
役
を
負
担
し

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
町
の
構
成
員
と

し
て
の
資
格
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

町
と
し
て
は
、
当
時
居
住
し
て
い
た
畳
屋
孫
四
郎

・
京
屋
吉
右
衛
門
の
両
名
は

他
の
者
と
ま

っ
た
く
同
様
に
役
義
を
勤

め
て
お
り
、
ま
た
役
義
を
負
担
さ
せ
な
い

こ
と
は
町
人
と
し
て
の
資
格
を
奪
う
こ
と
に
も
な
る
と
し
て

「孫
四
郎
、
吉
右
衛

門
と
て
も
気
之
毒
に
存
候
。
別
而
は
町
内
之
も
の
と
も
何
共
迷
惑
仕
候
に
付
、
乍

(
19
)

恐
御
願
に
罷
出
申
候
」
と
口
上
書
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
京
屋
所
持
の
十
七
軒

目
は
、
元
文

二
年
紙
屋
甚
治
郎
に
転
売

さ
れ
最
終
的
に
は
こ
れ
を
相
続
し
た
紙
屋

甚
六
が
、
手
元
不
如
意
の
た
め
宝
暦
二
年
に
町

へ
差
し
出
し
、
翌
三
年
に
松
田
了

学
が
買

い
戻
し
て
、
三
十
年
に
及
ん
だ

紛
争
も
解
決
を
見
る
こ
と
と
な
る
。

残

っ
た
も
う

一
軒
、
畳
屋
孫
四
郎
は
従
来
通
り
西
側
十
六
軒
目
に
居
住
し
続
け

る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
明
和
五
年
以
降
毎
年
銀
二
両
を
拠
出
し
て
お
り
、
安
永
十

年
ま
で
確
認
で
き
る
。
松
田
了
学
が
買

い
戻
し
た
号
所
も
、
地
主
は
旧
来
松
田
家

で
あ
る
と
し
て
建
物
に
つ
い
て
の
み
代

銀
を
支
払

っ
て
お
り
、
畳
屋
の
継
続
居
住

が
認
め
ら
れ
た
十
六
軒
目
に
つ
い
て
も

、
松
田
了
学
を
地
主
と
し
て
確
認
し
、
地

子
料
を
銀
納
化
し
て
町
が
取
り
立
て
を
代
行
し
て
い
る
。

ま
た
元
文
二
年
か
ら
三
年
に
行
な
わ
れ
た
山
城
屋
源
兵
衛
貸
家
と
西
坊
号
所
の

等
面
積
交
換
の

一
件
か
ら
東
側
の
号
所

を
み
て
み
る
。
当
時
山
城
屋
は
、
東
側
北

か
ら
二
軒
目
の
西
坊
号
所
を
は
さ
む
よ
う
な
形
で
同

一
軒
目
と
同
三
軒
目
を
所
持

し
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
の
三
軒
目
と
号
所
を
交
換
す
る
件
を
申
し
入
れ
、
間
口
、

地
尻
共
従
来
と
全
く
同
様
に
す
る
、
費
用
は
山
城
屋
が
負
担
す
る
、
な
ど
の
条
件

(
20

)

で
合
意
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
記
事
か
ら
、

号
所
の
所
有
者

で
あ
る

西
坊
友
輔

は

(
21
)

「
然
上
は
自
今
以
後
此
号
所
屋
敷
其
方

へ
御
支
配
可
被
成
候
」
と
山
城
屋
に

一
札

入
れ
て
お
り
、
二
軒
目
に
あ

っ
た
号
所
地
に
そ
れ
ま
で
東
向
北
町
や
町
人
の
支
配

権
が
及
ん
で
い
な
か

っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
東
側
の
号
所
は
い
ま
だ
本
来
の
面

目
を
保
持
し
、
町
か
ら
は
分
離
し
た
独
自
な
空
間
を
か
た
ち
つ
く

っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

西
側
で
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
既
に
号
所
本
来
の
機
能
も
制
度
も
失
わ
れ
つ

つ
あ

っ
た
が
、
地
子
徴
収
権
と
い
う
形
で
中
世
的
土
地
所
有
の
遺
制
の
み
は
な
お

根
強
く
続
い
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
子
酒
な
ど
の
祝
儀
は
松
田

・
西
坊
と
も
に
酵

出
し
て
い
る
。
い
か
に
号
所
と
は
い
え
、
近
世
の
町
に
存
在
し
て
い
る
以
上
は
、

町
か
ら
完
全
に
独
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

軒
役
の
基
準
と
減
免

近
世
都
市
に
お
け
る
都
市
民
の
負
担
基
準
の

一
つ
と
し
て
の
軒
役
は
、
単
な
る

戸
数
割
や
世
帯
割
と
い
っ
た
単
純
な
基
準
と
は
異
な
り
、
家
屋
敷
の
間
口
の
広
狭

を

一
定

の
目
安
と
し
て
、
壱
軒
役
、
弐
軒
役
な
ど
の
軒
役
数
を
家
屋
敷

一
筆
ご
と

(
22
)

に
設
定
し
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
東
向
北
町
の

『
万
大
帳
』
に
も
軒
役

の
記
載
が
み
ら
れ
る
の
で
、
奈
良
町
に
お
け
る
軒
役
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

東
向
北
町
の
総
軒
役
数
は
、
享
保
十
五
年
段
階
で
三
十
八
軒
役
と
数
え
る
事
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
壱
軒
役
が
三
十

一
軒
、
壱
軒
半
役
が

二
軒
、
弐
軒
役
が
二

軒
で
あ
る
。

軒
役
の
基
準
に
関
し
て
、
家
売
買
記
事
、
享
保
十
五
年
改
め
の
家
並
の
覚
え
な

ど
を
参
考
に
間
口
や
奥
行
を
み
て
み
る
と
、
西
側
と
東
側
で
は
、
次
の
様
な
違
い

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
西
側
に
関
し
て
は
、
O
家
の
奥
行
は
ど
の

家
も
だ
い
た
い
七
間
か
ら
八
間
位

で
あ
る
。
但
し
、

一
軒
だ
け
は
十

一
間
と
非
常

に
長
い
。
口
壱
軒
役
の
家
の
間
口
の
広
さ
は
、
だ

い
た
い
三
間
前
後
で
あ
る
。
二
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一
問
未
満
あ
る
い
は
四
軒
以
上
の
家
は
全

く
な
い
。
日
弐
軒
役
の
家
は
二
軒
し
か
な

く
間
口
の
広
さ
は
四
間
と
五
問

一
尺
で
四
間
未
満
の
家
は
な
い
。

一

同
様
に
東
側
に
関
し
て
み
る
と
、
O
家

の
奥
行
は
十
二
間
か
ら
十
三
間
位
で
あ

ざ

・
口
壱
軒
役
の
家
の
間
。
の
広
さ
は
・
二
間
か
ら
三
間
位
の
家
も
あ
る
が
四
間

}
前
後
の
家
が
半
数
を
占
め
て
い
る
。
広

く
は
五
間

一
尺
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
日
壱

皿
軒
半
役
が
二
軒
あ
り
、
そ
の
間
口
は
二
間
四
尺
と
四
間
四
尺
で
あ
る
が
、
こ
の
二

軒

は
隣
り
合

っ
て
萱

も
と
も
と
は
、
三
軒
役
の
家
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

…

表

二
は
、
こ
の
よ
う
な
間
口
の
広
さ
と
軒
役
数
と
の
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ

}
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、
同
じ
壱
軒
役
と
い
っ
て
も
、
間
口
の
広
狭
に
大
き
な
差
違

撃

あ
低

ま
蕪

嚢

が
見
ら
墾

冒
軒
役
の
家
の
間
口
平
均
は
東
側
で
慰

1
⊥

-
⊥

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

奈 良 大 学 紀 要

東向北町の軒役数と間口の広さ表2

西 側 東 側

脚 砿 さ 轍 脚 の広さ 園 数
軒役数

2間

2問3尺

2間4尺7寸

2間5尺

3間

3間3尺

3間4尺

3間5尺

4間

4間2尺

4間2尺1寸

4間3尺

4間5尺

5間1尺

2間4尺

4間4尺

 

2

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2間

2間5寸

2間1尺8寸

2間2尺

2間3尺

2聞4尺3寸

2間5尺

3間

3間1尺

3間3尺

3問4尺

3間6尺

壱 軒 役

壱軒半役

-
⊥

-
⊥

4間

5問1尺
弐 軒 役

三
間
五
尺
、
西
側
で
は
二
間
五
尺
と
な

っ
て
い
る
。

軒
役
変
更
の
事
例
と
し
て
は
、
宝
暦
十
二
年
に
西
側
北
か
ら
三
軒
目
の
墨
形
屋

喜
兵
衛
の
地
所
の

一
部
を
南
側
の
壷
屋
儀
兵
衛
が
譲
り
受
け
た
際
に
、
墨
形
屋
喜

(
23
)

兵
衛
か
ら
半
役
が
壷
屋
に
移
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
家
屋
が
焼
け
、
土
地
の

へ
24
)

み
と
な
っ
だ
焼
屋
敷
の
場
合
で
も
、
軒
役
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事

か
ら
、
軒
役
は
、
家
そ
の
も
の
や
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
土
地

(屋
敷
)
に
か
け
ら
れ
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
に
は
町
の
役
義
や
掛
物
な
ど
は
、
家
々
の
軒
役
に
応
じ
て
課
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な

っ
て
い
る
が
、

『
万
大
帳
」
を
分
析
し
て
み
る
と
、
東
向
北
町
で
は
軒
役

に
対
応
し
た
負
担
を
厳
密
に
割
り
当
て
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
役
義

.

掛
物
な
ど
を
軒
役
以
下
に
減
免
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
必
ず
し
も
軒
役
と
実
際

の
負
担
と
は

一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、『
万

大
帳
」
の
享
保
六
年
記
事

の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
役
義
掛
物
等
の

「
覚
」
を

見
て
み
る
。
東
向
北
町
で
役
義

・
掛
物
な
ど
を
減
免
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
田
屋

松
之
助
、
香
具
屋
市
左
衛
門
、
か
せ
や
藤
次
郎
、
こ
き
や
吉
兵
衛
の
四
名
の
他
、

年
寄
六
人
、
月
行
事

二
人
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
松
之
助
と
市
左
衛
門
は
西

側
で
と
も
に
弐
軒
役
、
吉
兵
衛
と
藤
次
郎
は
東
側
で
隣
り
合
う
壱
軒
半
役
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
四
名
は
、
各
々
の
持

つ
家
数
が

一
軒
と
い
う
事
で
も
共
通
し
て
い

る
。
ま
た
、
東
向
北
町
に
は
弐
軒
役
以
上
の
も
の
が
あ
と
二
名
い
る
。
三
軒
役

の

菊
屋
平
兵
衛
と
弐
軒
役

の
か
き
や
善
三
郎
で
あ
る
。
こ
の
両
名
は
負
担
を
減
免
さ

れ
て
い
な
い
。
平
兵
衛
の
家
数
が
三
軒
、
善
三
郎
の
家
数
が
二
軒
と
な
っ
て
お
り
、

一
筆
ご
と
に
み
れ
ば
壱
軒
役
で
あ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
関
係
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
町
の
役
義
な
ど
を
課
す
場
合
は
、
表
口
の
広
さ
よ
り
も
持
家
数
の
方
が
問

題
に
さ
れ
、
持
家
数
以
上
の
軒
役
を
持
つ
も
の
と
町
の
役
職
に
つ
く
も
の
と
が
、

減
免
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
向
北
町
で
は
町
の
役
義

・
掛
物
な
ど

の
負
担
は
、
軒
役
で
は
な
く
家
数
に
対
応
し
て
い
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
棟
役
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方
式
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
享
保
十
五
年
改
の
町
々
間
数

の
覚
に
は
半
役
の
家
が
八
軒
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
半
役
は
東
向
北
町
に
お
け
る
公
事
役
負
担
の
減
免
を
示
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
町
で
の
減
免
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
軒
役
運
用
の
実
際
に
つ
い
て

(
25
)

は
宝
暦
十

一
年
に
捨
子
の
世
話
料
を
、
軒
役
を
基
準
と
し
て
徴
収
し
た
と
い
う
例

な
ど
が
あ
る
が
、
運
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
お
今
後
の
研
究
に
侯
ち
た
い
。

二

町
内
の
組
織
と
構
成

㈲
享
保
十
二
年
の

一
元
禄
十
丑
年
ヨ
リ
当
年

マ
テ
三
拾
壱
年

一
宝
永
七
寅
年

ヨ
リ
当
年
マ
テ
十
八
年

一
正
徳
二
辰
年

ヨ
リ
当
年

マ
テ
十
六
年

一
正
徳
四
午
年

ヨ
リ
当
年
マ
テ
十
四
年

一
享
保
二
酉
年

ヨ
リ
当
年
迄
十

一
年

一
享
保
四
亥
年

ヨ
リ
当
年
迄
九
年

右
、
年
寄
合
六
人
、

享
保
十
二
未
年
十

一
月
廿
日

同

平

惣
年
寄
月
番

清
水
弥
左
衛
門
殿

町
年
寄

・
月
行
事

・
年
預

東
向
北
町
に
お
け
る
町
役
人
と
し
て
は
、
年
寄
と
月
行
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
年
寄
に
関
す
る
ま
と
ま

っ
た

『
万
大
帳
』
の
記
述
と
し
て
は
、
以
下

の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

ω
享
保
四
年
の

「
年
寄
廻
り
之
覚
」

(顛
繭

へ難
舗

(籍

衛

「
年
寄
役
相
勤
申
候
年
数
之
覚
」吉

兵
衛

太
兵
衛

源
兵
衛

平

助

久
兵
衛

庄
兵
衛

内
二
人

ツ
・
年
役
相
勤
申
候
。

年
役
久
兵
衛助

個
元
文
二
年
の

(
26
)

「
年
寄
廻
り
之
覚
」

吉
兵
衛
殿
三
十
六
年
被
相
勤
、
享
保
十
七
年
予
十
月
廿

八
日
に
五
器
犀
吉
兵
衛
殿
代
り

『
万
大
帳
』

次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

江
戸
時
代
中
期
に
は
六
名
で
あ
り
、

か
れ
て

一
年
交
代
で
三
年
目
ご
と
に
年
役
に
あ
だ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

町
年
寄
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
全
く
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
、

前
出
の
享
保
十
二
年
の

「年
寄
役
相
勤
申
候
年
数
之
覚
」
に
よ
る
と
、
十
年
以
上

あ
る
い
は
三
十
年
以
上
も
在
職
す
る
者
が
多

い
。
こ
の
事
実
は
、
特
定
の
家
に
年

寄
職
が
独
占
さ
れ
る
結
果
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
年
寄
職
の
家
系
を
追

っ
て
み
る

(
28
)

と
、
三
十
年
以
上
の
当
町
居
住
の
家
持
で
あ
る
。

町
年
寄
の
給
料
等
に
つ
い
て
は

『万
大
帳
』
か
ら
は
把
握
で
き
な
い
が
、
元
文

三
年
の
記
事
に
よ
る
と

「
従
前
々
年
寄
役
、
月
行
事

・
自
身
番

・
手
桶
除
之
被
来

候
。
依
之
月
行
事
役
之
掛
り
物
又
は
中
番
賃

・
火
消
人
足
賃
割
付
除
之
」
と
あ
り
、

年
寄
は
月
行
事
と
自
身
番

・
中
番
賃
と
火
消
人
足
賃
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

(
29
)

家
内
に
臓
が
あ
る
と
き
は
、
翌
年
の
年
役
が
か
わ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

月
行
事
は
、
江
戸
中
期
に
は

一
ヵ
月
交
代
で
二
人
ず

つ
が
担
当
し
た
。
廻
る
順

番
は
、
東
側
に
つ
い
て
は
南
か
ら
北

へ
、
西
側
は
北
か
ら
南

へ
、
隣
接
す
る
二
軒

ず

つ
を
原
則
と
し
て
廻

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
享
保
十
三
年
七
月
か
ら
翌
年

平
助
殿
十
八
年
被
相
勤
。
米
犀
平
介
灘
欠
目
代
り
。
享

保
十
六
年
亥
極
月
九
日
二
高
木
加
兵
衛
殿
二
而
被
仰
申

付
候
。
元
文
二
年
巳
十
月
に
吉
兵
衛
磯
へ
代
り

久
兵
衛
暖
十
九
年
被
相
勤
候
。
此
仁
病
気
御
座
候
に
付

代
り
。
享
保
廿
年
卯
十
月
九
日
よ
り

こ

う

し

た

町

年

寄

に

関

す

る

記

述

と

に

追

っ
て

み

る

と

、

の

町

年

寄

の
定

員

は

、

(香
具
犀
)

(柿
舗

源

兵

衛

へ
庄

兵

衛

(
鑑
犀
)

(贈

兵

鰍
に
で
て
く
る
年
寄
名
を
丹
念

す
な
わ
ち
、
東
向
北
町

二
人
ず
2
二
組
に
分

(
27
)
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「

年
寄

の
免
除
規
定
を
も
と
に
推
定
す
る
と
・
山早
保
+
三
年
七
月
は
菊
屋
平
兵
衛

一
月
ま
で
の
間
で
類
推
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
十
三
年
八
月
の
月
行
事
は
菊

屋
平
兵
衛
と
大
工
甚
七
、
同
年
十

一
月
は
香
具
屋
市
左
衛
門
と
小
嶋
屋
理
兵
衛
、

翌
年

一
月
は
鑑
屋
善
介
と
帯
屋
さ
つ
借
屋

の
荒
物
屋
久
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が

『
万

大
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
以
外

の
月
の
月
行
事
を
家
屋
敷

(図

一
参
照
)

と
掛
物
屋
三
郎
兵
衛
、
九
月
は
菊
屋
平
兵
衛
と
畳
屋
孫
四
郎
、
十
月
は
京
屋
吉
右

衛
門
と
紙
屋
甚
六
、
十
二
月
は
納
屋
藤
次
郎
と
鑑
屋
善
介
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て

(
30
)

記
録
と

一
致
す
る
。

月
行
事

の
資
格
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
帯
屋
さ
つ
借
屋
荒
物
屋
久
兵
衛
の
例
の

ほ
か
、
享
保
二
十
年

一
月
に
丸
屋
浄
祐
借

屋
の
木
履
屋
善
六
が
月
行
事
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
借
屋
人
で
も
月
行
事
と
な
り
え
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
号
所
に

つ
い
て
も
、
原
則
的
に
は
町
の
役
職

で
あ
る
月
行
事
役
を
勤
め
る
こ
と
は
な
い
よ

う
で
あ
る
が
、

一
般
町
人
の
間
で
売
買
さ
れ
て
い
た
西
側
の
二
つ
の
号
所
の
場
合

(
31
)

は
、
買

っ
た
町
人
が
月
行
事
と
な
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。

月
行
事
の
仕
事
は
年
寄
の
補
助
と
い
え
る
が
、
死
鹿
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
他

町
と
の
い
ざ
こ
ぎ
が
な
い
か
ぎ
り
、
月
行
事
が
単
独
で
対
処
し

て

い

る
。
ま

た

(
32
)

「
日
待
当
屋
月
行
事
相
勤
申
候
」
と
あ
り
、
日
待
講
の
当
屋
は
月
行
事

の
専
管

で

あ

っ
た
。
そ
の
ほ
か
初
寄
合
の

「鉢
肴

一
品
」
の
準
備
や
、

一
般
寄
合
時
の
茶

・

(
33
)

油
の
負
担
も
月
行
事
に
は
あ

っ
た
。
月
行
事
の
町
内
諸
役
の
免
除
規
定
は
年
寄
に

準
じ
た
も
の
で
、
自
身
番

・
中
番
賃
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。

次
に
純
然
た
る
町
役
人
と
は
い
い
が
た
い
が
、
町
役
と
し
て
の
年
預
に
つ
い
て

述
べ
る
。
日
待
の
当
屋
が
月
行
事

の
任
務

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
春
日
講
の
当
屋

を
勤
め
た
の
が
年
預
で
あ
る
。
東
向
北
町

で
は
、
原
則
と
し
て
年
預
の
任
期
は

一

年
で
定
員
は
二
名
、
そ
の
二
名
が
銀

二
両
ず

つ
を
出
し
、
主
に
参
会
の
酒

・
肴
代

と
し
た
。
ま
た
何
ら
か
の
都
合
で
年
預
を
差
し
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の

年
預
差
越
料
は
銀
三
両
と
の
規
定
と
な

っ
て
い
た
。
春
日
講
の
当
屋
を
差
し
越
す

(
34
)

場
合
に
も
銀

一
両
を
支
払

っ
た
。

東
向
北
町
の
場
合
、
月
行
事
と
同
じ
よ
う
に
年
預
も
家
別
に
廻
っ
て
お
り
、
東

側
は
南
か
ら
北

へ
、
西
側

へ
移
れ
ば
北
か
ら
南

へ
廻
る
。
但
し
、
家
を
数
軒
持

っ

て
い
る
者
は
そ
の
軒
数
に
応
じ
て
年
数
を
重
ね
た
。
借
屋
が
年
預
を
勤
め
て
い
る

例
は
な
い
が
、
号
所
に
関
し
て
は
月
行
事
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ

っ
た
。

五
人
組
の
構
成
と
機
能

江
戸
期
の
五
人
組
は
、
先
に
豊
臣
秀
吉
が
武
士
階
級
の
相
互
検
察
の
た
め
に
設

(
35
)

け
た
侍
五
人
組

・
下
人
十
人
組
の
制
を
模
し
た
も
の
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
町
や

村
に
お
い
て
、
相
互
検
察
、
共
同
担
保
、
互
助
救
済
を
目
的
と
し
、
五
軒
内
外
を

一
組
と
な
し
て
各
組
の
筆
頭
で
あ
る
組
頭
の
も
と
、
各
組
合
員
が
婚
姻
立
会
、
財

産

の
管
理
、
旅
行
通
知
、
証
文
の
保
証
連
印
、
犯
罪
の
連
帯
責
任
等
の
諸
機
能
を

(
36
)

果
た
し
た
と
い
う
。

で
は

『
万
大
帳
』
に
見
え
る
東
向
北
町
の
五
人
組
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

『
万
大

帳
』
で
五
人
組
の
記
載
が
あ
る
の
は
万
治
四
年
か
ら
安
永
六
年
の
期
間
で
、

「
五

人
紅
之
覚
」
や
家
屋
敷
売
買
証
文
の
保
証
連
名
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。

ま
ず
、
五
人
組
構
成
の
事
例
を
享
保
十
三
年
の
場
合
で
み
て
み
る
。

(組
を
示
す

記
号
と
数
字
は
便
宜
の
た
め
に
付
し
た
)

大
黒
犀

一
太

兵

衛

か
せ
屋

国

藤

次

郎

五
器
屋

吉

兵

衛

鑑
屋

善

三

郎

お
ひ
や
善
兵
衛
後
家

さ

つ

か
う
や
く
や

弥
次
兵
衛

囮

鴨
.
.
わ

一

藺
絵
屋

一

庄

兵

衛

[

豆
鍋
屋

久

兵

衛

平糞麟
四

介 郎

 

圖

礁

六

豆
磁
屋

久

兵

衛

山
城
屋

源

兵

衛

一 囚 一 一一 一一

署小森妙1v源 斑
屋市屋 や兵犀

郎 心 衛

宇

兵

衛

樽
屋

 吉

兵

衛
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圖
鱒

介

吉毒蹴
や 一 み兵 一一や

衛 郎

瀬

兵
衛

か
け
も
の
や

三
郎
兵
衛

固

馨

七

た

り
み
や

孫

市

郎

　
　

/
吉
右
衛
門

轟

屋
六

図

市
左
衛
門

小
嶋
屋

理
右
衛
門

大
黒
屋

r
太

兵

衛

(
37
)

(
38

)

東
向
北
町
で
は
五
人
組
数
は
七
組
あ
る
が
、
四
人
や
六
人
の
組
も
あ

っ
た
。
こ

の
よ
う
な
五
人
組
の
記
載
順
と
組
み
方

を
家
屋
敷
の
配
置

(図

一
参
照
)
で
解
釈

す
る
と
、
次
の
こ
と
が

い
え
る
。
五
人
組
の
記
載
順
も
組
み
方
も
、
東
南
角
の
大

(
39
)

黒
屋
太
兵
衛
か
ら
東
側
を
北

へ
廻
り
、
西
側

へ
移

っ
て
北
か
ら
南

へ
至
る
。
す
べ

て
が
軒
並
み
で
あ
る
た
め
、
町
内
に
複

数
の
家
屋
敷
を
隣
り
合
わ
な
い
で
所
持
す

る
者
は
、
別
の
五
人
組
の
構
成
員
と
し
て
複
数
回
顔
を
出
す
。

し
か
し
、
右
の
構
成
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
会
所
屋
敷
と
号
所
は
別
の
扱
い
と

な

っ
て
い
る
。
会
所
は
町
の
共
有
で
あ
り
、
東
向
北
町
の
場
合
借
屋
人
に
貸
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
借
屋
人
の
名
前
は
五
人
組
員
と
し
て
は
確
認
で
き
な

(
40
)

い
。
原
則
的
に
は
、
会
所
屋
敷
は
五
人
組
に
編
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
号
所

に

つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
た
取
扱
い
が
見
ら
れ
る
。
東
向
北
町
の
号
所
三
軒

の

う
ち
西
側
の
二
軒
は
、
第
六
組
中
の
畳
屋
孫
市
郎
と
京
屋
吉
右
衛
門
に
あ
た
り
、

こ
れ
は
五
人
組
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
東
側
の
号
所
は
西
坊
半
斎
で
家

並
み
か
ら
は
第
三
組
目
の
山
城
屋
源
兵
衛
と
第
四
組
目
の
間
に
あ
る
が
、
こ
れ
は

五
人
組
に
入

っ
て
は
い
な
い
。

つ
ぎ
に
五
人
組
の
役
割
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
享
保
十
七
年
閏
五

月
十
九
日
付
の
西
北
角
の
家
屋
敷
売
買
記
事
の
連
名
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
売

主
の
椀
屋
妙
心
、
買
主
の
柴
屋
三
四
郎

の
ほ
か
、
年
寄
と
し
て
山
城
屋
源
兵
衛
と

蒔
絵
屋
庄
兵
衛
、
月
行
事
と
し
て
菊
屋
竹
次
郎
、
そ
し
て
五
人
組
と
し
て
木
綿
屋

(
41
)

小
市
郎
、
墨
形
屋
治
兵
衛
、
樽
屋
吉
兵
衛
の
三
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
西
北
角
の

椀
屋
の
五
人
組
は
、
年
寄
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
山
城
屋
を
含
め
て
五
名
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
五
人
組
全
員
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
原

則
と
し
て
家
屋
敷
売
買
の
証
文
に
は
五
人
組
全
員
が
名
を
連
ね
る
の
で
あ
り
、
こ

の
意
味
は
売
買
行
為
そ
の
も
の
の
承
認
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
当
該
五
人
組
の

構
成
員
の
交
替
に
対
す
る
承
認
の
意
味
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

売
買
記
事
に
お
け
る
五
人
組
の
連
署
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
当
該
家
屋
敷

の
両
隣
も
連
署
し
て
い
る
結
果
と
な
る
が
、
宝
暦
三
年
三
月
九
日
付
の
西
側
南
か

ら
四
軒
目
の
売
買
の
例
に
よ
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
な
ら
な
い
。
売
主
紙
屋

甚
六
の
属
す
る
五
人
組
は
、
香
具
屋
市
左
衛
門
、
小
嶋
屋
理
右
衛
門
、
大
黒
屋
太

兵
衛
の
四
人
か
ら
な
る
組
で
、
甚
六
の
屋
敷
は
、
こ
の
組
で
は
北
端
に
位
置
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
五
人
組
全
員
は
連
署
し
て
い
る
も
の
の
、
北
隣
の
京
屋
吉
右
衛

門
の
署
名
は
、
こ
の
売
買
証
文
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
家
売
買

に
伴
う
新
所
持
者
に
関
す
る
責
任
は
、
当
面
は
該
当
す
る
五
人
組
で
担
う
こ
と
に

な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
向
北
町
に
お
い
て
は
、

『
万
大
帳
』
で
み
る
か
ぎ
り
、

一
般
五
人
組
の
特
性

と
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
組
頭
制
も
な
く
、
借
屋
五
人
組
も
見
え
ず
、
相
互
扶

助
や
比
隣
検
察
と
い
っ
た
機
能
も
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

借
屋
人
の
動
向

東
向
北
町
の
借
屋
人
数
は
、

『
万
大
帳
』
に
よ
る
と
ほ
ぼ
常
時
十
世
帯
前
後
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
享
保
十
二
年
十
月
六
日
付

の
連
判
に
「
借
屋
中
」

と
し
て
、

「
さ
つ
か
し
や
久
兵
衛
」
以
下
十

一
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
寛
保

(
42
)

(
43
)

(
44
)

元
年
に
は
十
軒
、
延
享
四
年
に
は
八
軒
、
寛
政
十

一
年
に
は
八
軒
と
、
ほ
ぼ

一
定

し
た
数
値
を
示
し
て
い
る
。

借
屋
人
の
当
町
在
住
期
間
を
追

っ
て
み
る
と
、
桶
屋
吉
兵
衛
借
屋
の
松
屋
孫
七
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が
享
保
十
二
年
の
記
述
と
同
十
六
年
に
祝
儀
の
子
酒
を
出
し
た
記
事
が
あ
り
、
豆

腐
屋
久
兵
衛
の
借
屋
人
道
具
屋
源
四
郎
は
元
文
四
年
の
祝
儀
に
子
酒
の
記
述
と
寛

保
元
年
の
連
判

「借
屋
中
」
に
見
え
、
木
綿
屋
小
市
郎
借
屋
の
柴
屋
三
四
郎
が
享

保
十
二
年
の
記
事
と
同
十
七
年
に
椀
屋
妙
心
屋
敷
を
買
い
と

っ
た
記
事
が
あ
る
な

ど
、
五
年
前
後

の
在
住
は
確
認
で
き
る
。

借
屋
人
が
家
持
に
な
る
例
と
し
て
は
、
享
保
十
七
年
に
西
側
北
か
ら
二
軒
目
の

木
綿
屋
小
市
郎
の
借
屋
人
で
あ

っ
た
柴
屋

三
四
郎
が
、
そ
の
北
隣
の
椀
屋
妙
心
屋

敷
を
貿
得
し
た
り
、
享
保
十
八
年
に
は
寺

町
居
住
の
ひ
わ
だ
屋
次
郎
兵
衛
後
家
い

わ
の
家
を
あ
ら
み
や
利
兵
衛
が
購
入
し
て
い
る
な
ど
、
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
の
寺

町
居
住
の
ひ
わ
だ
屋
い
わ
の
場
合
は
、
東
向
北
町
東
側
の
北
か
ら
十

一
軒
目
を
所

持
し
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
掛
屋
敷

に
あ
た
る
が
、
掛
屋
敷
の
例
も
若
干
あ
る
。

こ
の
な
か
で
異
色
な
の
は
、
西
側
北
か
ら
七
軒
目
の
丸
屋
屋
敷
で
あ
り
、
こ
の
家

は
、
す
で
に
元
禄
十
四
年
に
は
丸
屋

(醤

油
屋
七
右
衛
門
)
の
貸
家
と
し
て
あ
ら

わ
れ
、
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て

一
貫
し
て
借
屋
人
の
居
住
が
確
認
さ
れ
る
。
家
主

の
丸
屋
は
寛
政
十

一
年
に
は
南
半
田
町
に
住
し
て
い
る
。
借
屋
人
の
負
担
に
つ
い

て
は
不
明
な
部
分
も
多

い
が
、
祝
儀
に

つ
い
て
は
子
酒
と
水
樽
の
二
種
類
だ
け
で
、

正
規
の
町
構
成
員
で
あ
る
家
持
の
出
す
刀
酒
や
名
酒
や
官
途
は
免
除
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
家
ご
と
に
順
番
と
な
る
年
預
も
免
除
さ
れ
て
い
た
。

三

東
向
北
町
の
運
営
と
生
業

触
書
の
分
析

(
45
)

『万
大
帳
』
は
触
留
帳
で
は
な
い
が
、

『
万
大
帳
』
に
記
録
さ
れ
た
若
干
の
触

書
か
ら
、
奈
良
奉
行
と
町
と
の
か
か
わ
り
を
垣
間
見
て
お
き
た
い
。
触
書
の
ほ
と

ん
ど
は
、
奈
良
奉
行
か
ら
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
令
の
形
式
を
大

別
す
る
と
次
の
三
種
類
に
な
る
。

ω

奈
良
奉
行
の
名
を
も

っ
て
発
令
し
て
い
る
も
の
。

(
46
)

(前
略
)
右
之
趣
入
念
町
中
江
可
相
触
知
者
也

(
47
)

亥
四
月
七
日

織
部

勧

惣
年
寄

・
町
代
名
で
発
令
さ
れ
て
い
る
も
の
。

(
48

)

(前
略
)
右
之
段
町
中
も
承
知
仕
恐
悦
可
被
奉
存
候
。
以
上

亥
六
月
廿
五
日

惣
年
寄

町

代

紛

ω
と
働
の
複
合
型
で
奉
行
名
の
も
の
を
う
け
て
惣
年
寄

・
町
代
が
町
中

へ
発

令
し
た
も
の
。

(前
略
)
右
之
類
隠
置
、
外
よ
り
相
顕
候
は
本
人
は
不
及
申
、
町
役
人
迄
可

為
越
度
候
。
以
上

丑
五
月
十
二
日

織
部

惣
年
寄

町

代
(
49
)

右
御
書
付
之
趣
、
町
々
入
念
申
渡
、
急
度
相
守
可
被
申
候
。
以
上

惣
年
寄

町

代

こ
れ
ら
三
種
の
形
式
が
、
触
の
内
容
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
か

は
、
事
例
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
厳
密
に
は
論
じ
が
た
い
が
、
ω
の
形
式
は
内
容

的
に
重
大
で
公
示
の
意
味
が
強
い
触
、
働
は
割
合

い
に
軽

い
内
容
か
形
式
的
な
通

達
の
よ
う
な
触
、
個
は
触
の
周
知
徹
底
や
触
の
対
象
を
明
ら
か
に
し
た
い
触
、
と

い
っ
た
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

触
の
内
容
に
注
目
し
て
み
る
と
、
享
保
十
六
年
十
月
三
日
の
半
田
理
介

.
高
木

加
兵
衛
の
上
町
代

へ
の
再
任
、
享
保
十
八
年
三
月
六
日
の
平
松
源
三
郎
の
質
屋
年

寄
任
命
と
質
物
取
置
に
関
す
る
告
知
、
寛
延
三
年
正
月
二
十
三
日
付
の
老
中
来
寧

時
の
注
意
と
夫
役
通
告
、
寛
政
五
年
八
月
二
十
九
日
付
の
老
中
死
去
に
よ
る
鳴
物

停
止
令
な
ど
を
は
じ
め
、
秤
改
め
や
盗
人
の
探
索
な
ど
、
実
に
多
様
な
内
容
と
な
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っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
と
く
に
寛
保
元
年
三
月

二
十
二
日
付
の
春
日
社
廻
廊
釣
灯
籠
二
基

の
紛
失
に
関
す
る
触
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
触
は
、
紛
失
し
た
二
基
の
灯

籠

に
つ
い
て
、
所
持
者
の
探
索

・
吟
味

を
令
し
だ
も
の
で
、
触
の
末
尾
は
、

(前
略
)
右
之
趣
奈
良
町
中
江
可
相
触
者
也
。

(
50

)

酉
三
月
廿
二
日

但
馬

惣
年
寄

町

代

と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
灯
籠
二
基
の
特
徴
を
詳
細
に
記
し
た
別
記
が
付
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
捜
査
命
令
が
春
日
社
か
ら
で
は
な
く
、
奈
良
奉
行
か
ら
発
令

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
触
に
対
し
て
東
向
北
町
で
は

「
右
御
書
付
之
趣
承
知
仕
候
。
銘
々
共
灯
籠
買
取
候
儀
不
及
申
、
預
り
申
義
、
質

(
51
)

物
に
取
候
義

一
切
無
之
候
間
、
右
之
趣
被
仰
上
可
被
下
候
、
為
其
連
判
如
件
」
と

連
署
捺
印
し
て
誓
約
し
て
い
る
。

こ
の

こ
と
は
、
近
世
中
期
に
は
奈
良
町
が
中
世

的
社
寺
権
力
か
ら
の
支
配
を
脱
し
、
行
政
的
に
は
奈
良
奉
行
の
支
配
下
に
あ

っ
た

こ
と
を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。

興
福
寺

・
春
日
社
か
ら
の
触
書
や
通
達
は

『
万
大
帳
』
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

わ
ず
か
に
前
出
の
寛
政
五
年
八
月
の
老
中
死
去
に
よ
る
鳴
物
停
止
令
を
う
け
て
、

(
52

)

「
明
朔
日
、
氷
室
社
御
神
事
致
延
引
候
、
日
限
之
儀
追
而
可
申
入
候
。
以
上
」
と

氷
室
社
の
神
主
名
に
よ
る
回
章
の
出
た
例
な
ど
が
二
、
三
見
え
る
。
東
向
北
町
は

そ
の
立
地
面
か
ら
、
興
福
寺

・
春
日
社
と
の
関
係
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い

が
、
町
支
配
と
い
う
面
か
ら
は
、
奈
良

奉
行
が
司
法

・
行
政
の
機
関
と
し
て
、
町

代
を
介
し
て
町
民
生
活
の
細
部
ま
で
を
支
配
し
え
る
構
造
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
た

こ
と
は
、
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

町
定近

世
の
京
都
に
お
い
て
は
、
各
町
々
が
独
自
に
町
規
則
を
制
定
し
て
、
そ
れ
ぞ

(
53
)

れ
の
町
共
同
体
の
運
営
に
資
し
て
い
た
。
奈
良
の
東
向
北
町
で
は
、
町
規
則
は
ど

う
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『万
大
帳
』
を
繕
い
て
み
て
も
、
京
都
の
各
町

で
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
町
定
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

町
規
則
が
成
文
法
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
慣
習
法
と
し
て
の
み

了
解
さ
れ
て
い
る
か
は
、
そ
れ
自
体
重
大
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

『
万
大
帳
」
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ま
と
ま

っ
た
体
系
的
な
町
定
を
成
文
化
し
た
形

で
は
、
東
向
北
町
は
も

っ
て
い
な
か

っ
た
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
町
の

運
営
の
大
綱
と
な
る
よ
う
な
町
の
規
則
が
全
く
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
町
年
寄
な
ど
の
町
役
人
に
つ
い
て
も
、
定
員

や
任
期
、
職
務
分
担
、
俸
給
(ま
た
は
謝
礼
)
、
資
格
、
選
出
法
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

了
解
が
町
民
の
間
で
は
存
在
し
た
に
違
い
な
い
が
、
規
則
と
い
う
か
た
ち
で
は
成

文
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
奈
良
町
で
は
、
奈
良
奉
行
支
配
の
惣
年
寄
と
そ

(
54
)

の
も
と
で
事
務
を
取
扱

っ
て
い
た
町
代
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
惣
年
寄
お
よ

び
町
代
の
指
揮

の
も
と
に
、
各
町
々
に
は
町
政

の
全
般
を
掌

っ
て
い
た
町
年
寄

・

月
行
事
な
ど
の
町
役
人
が
い
た
。

町
で
は
町
役
人
が
中
心
と
な

っ
て
居
住
者
と
協
力
し
て
町
を
運
営
し
た
の
で
あ

る
が
、
町
の
運
営
や
自
治
に
関
す
る
実
際
問
題
は
、
す
べ
て
寄
合

い
ま
た
は
参
会

と
よ
ば
れ
る
会
合
で
の
話
し
合
い
に
よ

っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
東
向

北
町
に
お
け
る
会
合
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

『
万
大
帳
』
で
は
判
然
と
し
な
い
。

「寄
合
」
と

「参
会
」
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
月
行
事
や
年
預
の
と
こ
ろ
で
述
べ

た
よ
う
に
、
寄
合
は
月
行
事
、
参
会
は
年
預
が
関
与
す
る
か
の
よ
う
な
規
定
が
あ

る
が
、
充
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

東
向
北
町
に
お
い
て
は
、
春
日
講
、
日
待
講
と
い
う
二
つ
の
信
仰
上
の
集
会
も

あ

っ
た
。
春
日
講
と
は
春
日
社
信
仰
を
も
と
に
春
日
曼
茶
羅
等
を
本
尊
と
し
て
祀

る
も
の
で
、
日
待
講
は
太
陽
を
信
仰
す
る
町
民
の
集
ま
り
で
あ

っ
た
。
二
つ
の
集

会
と
も
講
を
つ
く
り
、
町
全
体
で
共
通
の
飲
食
を
行
な
っ
た
が
、
町
の
親
睦
と
結
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ノ」く

束
を
深
め
る
意
味
か
ら
、
町
の
運
営
の
う
え
で
大
変
重
要
な
会
合
で
あ

っ
た
。

町
が
自
治
団
体
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
町
規
則
が
町
の
運
営
や
構
成
の
細
部

に
ま
で
わ
た
り
言
及
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

『
万
大
帳
』
に
お
い
て
も
、
そ
の

一
端
を
冠
婚
葬
祭
や
諸
種
の
出
銀
規
定
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

婚
礼
に
つ
い
て
は
、
天
明
二
年
三
月
の
記
事
に
次
の
規
定
が
あ
る
。

定

一
於
町
内
婚
礼
に
付
、
古
来
は
金

三
両
と
何
々
祝
儀
と
し
て
会
所
江
出
し
申

候
。
其
上
年
寄
中
若
イ
衆
中
昼

八
ツ
時
よ
り
朝
五
ツ
時
迄
鹿
酒
振
舞
致
候

得
共
、
段
々
太
イ
走
に
相
成
候
故
、
此
度
改
申
候
。
以
来
は
銀
納
に
而
相

納
申
候
。
尤
、
時
之
当
役
斗
ら

い
に
し
て
、
右
銀
納
を
以
鹿
酒
調
、
皆
々

江
振
舞
可
申
候
。
併
、
銘
々
者

に
は
鹿
酒
被
進
候
得
は
銀
納
不
及
候
。
御

勝
手
宜
敷
様
可
被
成
候
。
以
上

こ
の
よ
う
に
町
定
で
は
、
婚
礼
の
披
露
が
広
く
町
申
全
体
に
対
し
て
行
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

葬
送
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
規
定

が
あ
る
。

当
町
中
他
町
江
野
送
り
に
参
候
覚

一
亭
主
之
両
親
井
女
房
之
両
親
、
祖
父
、
祖
母
、
伯
父
、
伯
母
、
兄
弟
、
姉

妹
一
女
房
之
兄
弟
姉
妹

右
之
通
向
後
可
参
候
。
但
幼
少
之
兄
弟
は
不
可
参
候
。

但
、
其
節
之
様
子
次
第
、
他
領
は
不
可
参
。
当
町

へ
悔
に
可
参
候
。
以
上

一
町
内
之
子
供
七
歳
よ
り
野
辺
江
可
被
参
候
。

こ
れ
は
野
辺
送
り
の
参
加
資
格
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
町
と

も
関
連
あ
る
の
で
、
東
向
北
町
独
自
の
も
の
と
み
る
よ
り
は
、
近
隣
町
々
と
も
共

通
し
た
規
定

で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
万
大
帳
』
で
と
く
に
目
立

つ
の
が
諸
祝
儀
出
銀
お
よ
び
町
入
用

の
出
銀
記
録
で
あ
る
。
町
が
組
織
と
し
て
自
治
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
そ

の
組
織
を
運
営
す
る
資
金
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
資
金
は
も
ち
ろ
ん
町
の
人
々
が

出
す
町
費
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
。

享
保
六
年
記
事
中
の

「覚
」
に

「
両
番
賃
四
拾
軒
、
町
掛
り
銀
」
と
か

「殿
様

御
礼
、
年
寄
二
人
月
行
事
壱
人
、
先
年
よ
り
被
相
勤
。
中
坊
美
作
様
よ
り
年
寄
壱

人
に
而
御
礼
銀
三
人
分
三
両
壱
包
に
仕
、
相
勤
申
候
。
此
わ
り
付
銀
、
四
十
軒
」

と
あ
る
の
が
町
費
賦
課
の
実
際
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
賦
課
法
は
す
こ
ぶ
る
複
雑

で
あ
っ
た
。
町
に
は
こ
れ
ら
町
費
の
ほ
か
、
諸
祝
儀
の
収
入
が
あ
っ
た
。
祝
儀
の

出
銀
は
多
種
に
わ
た
っ
て
お
り
、
出
銀
額
も
詳
細
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
家
屋
敷
売
買
の
場
合
、
購
入
し
た
家
屋
敷
代
の
十
分
の

一
を
納
め
る

「
十
分
の

一
」
、
家
主
の
交
替
を
意
味
す
る

「面
替
り
」
、
家
主
が
町
の
会
所
の
構

成
員
と
な
る
た
め
の

「
会
跡

(会
席
と
も
書
く
)」
と
そ
の
祝
い
の

「
樽
肴
」
、
町

構
成
員
た
る
家
主
の
成
人
を
示
す

「
官
途
」
、
元
服
し
た
者
が
い
る
時
に
出
す

「刀

(
55
)

酒
」
、
子
供
が
生
ま
れ
た
ら
出
す

「
子
酒
」

な
ど
、
種
々
の
名
目
が
ほ
と
ん
ど
銀

に
換
算
さ
れ
て
祝
儀
料
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

東
向
北
町
の
祝
儀
の
な
か
で
は
、

「
十
分

の

一
」
を
除

い
た

「
家
の
祝
儀
」
の

総
額
は
八
十
匁
前
後
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
は

「会
跡
」
が
五
十
匁
と
大
き
な
額

を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
会
所
入
り
す
な
わ
ち
町
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
重
大
さ

の
表
明
で
あ
り
、
会
所
と
い
う
組
織
が
町
の
も

っ
と
も
重
要
な
機
関
で
あ

っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
会
跡
」
は
家
売
買
時
だ
け
で
な
く
、
家
の
相

続
や
養
子
入
り
の
祝
儀

の
な
か
で
も
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、

「
会
跡
」
の
意
味
か

ら
す
れ
ば
当
然
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
の
祝
儀

に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
町
で
は
従
来
の
居
住
者
に

対
し
て
も
、
そ
の
生
活
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
を
町

へ
披
露
す
る
と
い
う

意
味
で
、
祝
儀

の
出
銀
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
嫁
が
婚
家
に
入
る
時
に
出
す

「
水

樽
」
、
隠
居
し
た
り
改
名
し
た
時
の
「
名
酒
」
、
子
や
孫
が
生
ま
れ
た
時
の
「
子
酒
」
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孫
酒
L
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
・
こ
う
し
た
祝
儀
の
ほ

一
か
に
、
諸
種
の
振
舞
金
や
差
越
代
、
臨
時
の
町
費
な
ど
を

あ
わ
せ
て
、
町
財
政
は
ま
か
な
わ
れ
て

い
た
。
「
町
」
と
は

最
低
必
要
限
の
生
活
を
共
同
で
負
担
し
た
共
同
体
で
あ
る

が
、
そ
の
背
後
に
は
町
財
政
を
自
分
た
ち
で
負
担
し
な
け

}
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
厳
然
と

し
て
あ

っ
た
の
で

「
あ
る
。

一

東
向
北
町
の
生
業

旧
版

『奈
良
市
史
』
に
よ
る
と
、
近
世
に
お
け
る
奈
良

あ

特
徴
的
な
産
業
は
、
製
墨
業
や
晒
業

な
ど
で
あ
.⇔
が
、

}
こ
こ
で
は

『万
大
帳
』
を
中
心
に
東
向

北
町
の
生
業
を
み

脈
誠
ポ燃
罐
羅
姥羅
雑
腱
頴
轍憲

瓢
藷
簸
繕
讐
藤
鷺酷
糠
鋸
轄
拭鱗

衡
鍛

轍難

讐
艘
馨
黙
敵建

鋼

…
一
覧
の
表
を
作
成
し
て
い
る
(表
三
参
照
)
。
こ
の
表
に
よ

一
る
と
、
寛
文
期
に
多
く
見
ら
れ
る
米
屋

や
布
屋
、

荒
物

屋

・
鍛
冶
屋
な
ど
が
寛
政

●
文
政
期
に
は
見
ら
れ
ず
・
逆

…
に
傘
職
や
碁
盤
職
な
ど
寛
文
期
に
は
な

い
も
の
が
少
数
な

…
が
ら
文
政
期
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
・

　

し
か
し
、
前
掲
の
史
料
は
い
ず
れ
も
調
査
法
の
基
準
が

㎝
異
な
る
の
で
、
数
値
を
単
純
に
比
較
す

る
こ
と
は
で
き
な

「
い
・
た
と
え
ば
・
同

一
職
種
に
複
数
の
数
字
が
示
さ
れ
て

匹

い
る
場
合
で
も
・
寛
文
期
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
別
人
で
あ

東向北町の職業一覧
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↓
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白
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-
よ

ー
⊥
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よ

ー
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白
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⊥
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⊥
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⊥
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⊥

-
よ

-
⊥

-
⊥

1
⊥
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⊥

-
⊥
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⊥

1⊥
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⊥

3

-
⊥

-
↓

9
白

織

縫

屋

屋

屋

屋

職

職

職

職

職

職

職

職

職

職

職

職

職

工

医

借

屋

来

用

袋

響

家

日

絵

き

わ

屋

形

袋

駄

冶

盤

師

木

結

・

染

寺

・

入

具

ノ

福

雇

布

茶

蒔

ご

か

石

畳

筆

墨

足

下

鍛

傘

碁

塗

板

髪

表

鍬

大

針

馬

茶

興

日

-
⊥

-
よ
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白

1
⊥

-

⊥

1

-
⊥
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⊥
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⊥
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⊥

-

⊥
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⊥

-
⊥

-
⊥

-
⊥
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⊥

-
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⊥
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↓

9
自

9
白

-
⊥

-
⊥

-
↓

-
⊥

匠
0

1

rO

9
白

-
⊥

-
よ

ー
↓

-
↓

4

1
⊥

商

商

商

商

商
h
一
商

商

商

屋

屋

屋

屋

屋

屋

商

屋

商

商

屋

屋

商

商

屋

商

商

働
具
韻

轄
服
綿

頭
子
物
㌔

物
騨
種
物
物
購

薬
野

魚

替

道

物

物

晒

噌

糊

戸

間

粉

珠

イ

両

古

新

唐

布

晒

呉

木

米

饅

菓

青

豆

味

糀

千

葉

薬

瀬

荒

小

紅

合

数

下

生

注)1寛 文10年 の数値 は 「寛 文十年戌八月 日奈良町北 方弐拾五町家職 御改帳」によ る。他は 『万大帳』 による。

注)2上 記 の表 は廣吉=1r彦 ・安 彦勘吾両氏の作表(『 日本都市生活史料 集成』第9巻31頁 所収)で あ る。但 し,数 値 は史料

によって一部 訂正を加えた。
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大良
太
ノ丁、

る
が
、
寛
政
と
文
政

の
も
の
は
同

一
人

の
場
合
と
別
人
の
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
生
業
調
査
と
い
う
性
格
か
ら
現
住
者

の
職
業
に
注
目
し
、
借
屋
人
と
家
持
も

同
格
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『万
大
帳
』
の
記
事
中
の
屋
号
か
ら
、
寛
政
十

一
年
と
文
政
二
年
以
外
の
時
期

に
つ
い
て
、
生
業
の
職
種
を
判
定

で
き
な
い
か
と
試
み
た
が
、
純
然
た
る
屋
号
と

認
め
ら
れ
る
大
黒
屋

・
山
城
屋

・
和
泉
屋
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
米
屋

・
桶
屋

・
五

器
屋
な
ど
の
よ
う
に
屋
号
で
あ
る
か
職
種
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
判
定
で
き
な
い

も
の
が
多
く
、
屋
号
か
ら
の
職
種
の
割

り
出
し
は
困
難
を
極
め
た
。
わ
ず
か
に
生

業
の
確
定
で
き
た
も
の
と
し
て
は
、
細
工
料
の
支
払
い
が
記
さ
れ
て
い
る
大
工
職

や
畳
職
な
ど
の
数
例
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

生
業
の
分
野
に
つ
い
て
、
表
三
で
は
商
人
部
門
と
職
人
部
門
、
そ
の
他
に

一
応

分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
諸
商
の
な
か
に
も
、
饅
頭
屋
や
菓
子
屋
、
豆
腐
屋
を
は
じ

め
製
造
と
販
売
を
兼
ね
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
東
向
北
町

は
職
人

・
商
人
混
在
の
町
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

寛
政
十

一
年
と
文
政

二
年
に
つ
い
て
、
町
内
に
お
け
る
同

一
職
種
の
営
業
と
同

一
人
物
に
よ
る
兼
職
の
問
題
を
み
て
み
よ
う
。
寛
政
十

一
年
で
は
、
菓
子
屋
が
二

軒
、
葉
(割
)
煙
草
屋
が
二
軒
、
瀬
戸
物

屋
が
二
軒
、
足
袋
職
が
二
軒
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
い
ず
れ
も
別
人
の
経
営
で
あ
る
。
寛
政
十

一
年
の
改
め
の
記
載
は
人
物
ご

と
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同

一
人
物
が
同
職
を
数
軒
に
わ
た

っ
て
営
業
し
て
い

て
も
数
字
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ

る
。

文
政
二
年
で
は
、
新
物
道
具
商
が
二
軒
、
石
屋
が
二
軒
、
表
具

・
提
灯
職
が

二

軒
み
ら
れ
る
が
、
新
物
道
具
商
と
石
屋

の
場
合
は
同

一
人
物
が
営
ん
で
お
り
、
表

具

・
提
灯
職
は
別
人
の
経
営
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
新
物
道
具
商
二
軒
を
経
営
す

る
茶
碗
屋
佐
兵
衛
は
ほ
か
に
道
具

・
質
屋
商
も

一
軒
営
ん
で
お
り
、
足
袋
職
の
百

足
屋
喜
七
郎
は
、
ほ
か
に
合
薬
の
出
店

を

一
軒
経
営
し
て
い
る
。
東
向
北
町
で
は
、

同

一
業
種
の
競
合
や
他
業
兼
営
等
に
よ
る
問
題
は
、
い
ま
だ
あ
ま
り
深
刻
化
し
て

は
い
な
か

っ
た
と
見
え
る
。

東
向
北
町
の
立
地
か
ら
考
え
て
、
生
業
面
で
の
興
福
寺
の
門
前
町
的
位
置
づ
け

が
可
能
で
あ
る
か
も
検
討
し
た
が
、
珠
数

・
眼
鏡
屋
の
ほ
か
、
あ
え
て
あ
げ
れ
ば

表
具

・
提
灯
職
や
石
屋
、
板
木
屋
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。
旅
籠
屋
も
な
く
門
前
町
と

し
て
の
特
性
は
生
業
上
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
味
噌

・
醤
油
屋
、
瀬
戸
物
商
な

ど
生
活
必
需
品
を
取
り
扱
う
職
種
が
目
に
つ
く
。
だ
が
、
寛
文
期
に
は
多
か

っ
た

米
商
が
姿
を
消
し
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
当
町
の
性
格
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要

で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
か

っ
た
。

四

洪

水

・
火
災

・
死
鹿

溝
川
と
洪
水

東
向
北
町
に
は
、

東
側
と
西
側
の
そ
れ
ぞ
れ
に
家
の
表

の

「中
溝
」

と
裏
の

(
57

)

「
地
尻
溝
」
の
溝
川
が
流
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
町
並
み
に
沿

っ
て
南
か
ら
北

へ
通

っ
て
お
り
、

東
西
に
流
れ
る
溝
川
に
つ
い
て
は

『
万
大
帳
」

の
享
保
六
年
記
事

中
に

「
北
之
門
之
外
に
溝
有
之
」
と
あ
る
こ
と
や
、
の
ち
に
問
題
と
な
る
南
側
の

赤
門
前
通
溝
川
も
あ
る
が
、
詳
細
な
流
路
や
形
状
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
町

の
南
側
を
通
る
東
西
路
の
興
福
寺
赤
門
通
が
地
形
的
に
高
く
、
こ
の
道
路
を
境
目

に
し
て
溝
水
は
、
北
側
は
東
向
北
町
に
流
れ
こ
み
、
南
側
は
東
向
中
町
に
流
れ
こ

ん
で
い
た
。

溝
川
に
つ
い
て
は

『
万
大
帳
』
の
記
録
を
追
う
と
、
東
向
北
町
で
は
、
享
保
六

年
七
月
に
赤
門
前
の
道
路
が
破
損
し
て
土
砂
が
溝
に
流
れ
こ
ん
だ
の
で
、
役
人
立

会
い
の
も
と
土
砂
を
上
げ
掃
除
し
た
こ
と
、
享
保
十
五
年
四
月
に
も
溝
掃
除
の
た

め
八
百
六
十
四
文
の
支
出
を
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
元
文
五
年
七
月
に
は
地
尻
溝

お
よ
び
中
溝
の
掃
除
の
た
め
の
賃
銭
十
二
人
分

一
貫
三
百
二
十
文
を
支
払

っ
た
こ

と
な
ど
が
見
え
る
。
し
か
し
、
も

っ
と
も
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
な
か

っ
た
の
は
、
赤

門
前
の
溝
川
で
あ
る
。
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『
万
大
帳
』
に
お
け
る
宝
暦
十
年
か
ら
翌
十

一
年
に
か
け
て
の
溝
川
を
め
ぐ
る

争
論
の
記
事
か
ら
、
興
福
寺
、
東
向
北

町
、
東
向
中
町
、
奉
行
所
等
の
動
き
に
注

目
し
て
み
よ
う
。

宝
暦
十
年
十

一
月
十
九
日
、
興
福
寺

承
仕
浄
兼
坊
が
東
向
北
町
の
年
役
年
寄
利

兵
衛
に
対
し
て
、
赤
門
前
の
溝
川
堰
口
が
狭
く
大
水
の
と
き
赤
門
前
が
河
原
に
な

る
の
で
、
堰
口
の
石
を
あ
げ
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
申
し
入
れ
て
き
だ
が

聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
明
日
奉
行
所

へ
訴
え
出
る
つ
も
り
で
あ
る
と
伝
え
て

き
だ
。
町
で
は
こ
れ
に
対
し
て
、
貞
享
元
年
の
堰
口

一
件

に
関
す
る
記
録
な
ど
を

も
ち
出
し
て
興
福
寺
と
談
判
し
た
。
そ
の
結
果
、
興
福
寺
は
態
度
を
軟
化
さ
せ
て

き
た
。

貞
享
元
年
の
古
記
録
と
は
、

『
万
大
帳
』
の
貞
享
元
年
記
事
中
に
留
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貞
享
元
年
九
月
に
も
興
福
寺
承
仕
玄
乗
坊
か
ら
、
赤
門

前
が
河
原
と
な
る
の
で
堰
口
石
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
申
し
入
れ
が
あ
り
、
争
論
と

な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
興
福
寺
境
内

か
ら
の
大
水
で
い
つ
も
被
害
を
う
け
て
い

た
東
向
北
町
や
花
芝
町
等
九
力
町
が
連
名
で
、
こ
れ
以
上
堰
口
を
大
き
く
す
る
こ

と
は
流
量
の
増
加
を
認
め
る
こ
と
で
、
災
害

の
大
規
模
化
に
な
る
と
し
て
反
対
の

口
上
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
時

の
争
論

は
、
こ
の
口
上
書
に
よ
っ
て

一
乗
院
門
跡

が
堰
口
の
現
状
維
持
を
認
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
落
着
し
て
い
た
。

宝
暦
十
年
の
場
合
も
、
旧
記
の
提
出
で
興
福
寺
側
は
軟
化
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、

と
こ
ろ
が
宝
暦
十
年
十
二
月
十
九
日
、
突
然
町
代
の
高
木
文
三
郎
か
ら
隣
町
の
東

向
中
町
が
赤
門
前
溝
川
堰
口
の
こ
と
に

つ
い
て
、
東
向
北
町
を
相
手
取
り
昨
日
奉

行
所
に
訴
え
を
お
こ
し
た
と
伝
え
て
き
た
。
そ
し
て
早
速
同
日
午
後
に
は
文
三
郎

が
実
地
の
見
分
に
や
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
宝
暦
十

一
年
五
月
十
三
日
に
は
、
奉
行

所
の
同
心
、
町
代
、
興
福
寺
承
仕
ら
が
見
分
に
来
て
、
東
向
申
町
の
会
所
で
絵
図

を
作
成
し
て
帰

っ
た
。

東
向
中
町
の
訴
え
は
、
赤
門
前
の
堰

口
か
ら
溢
れ
た
水
が
、
赤
門
通
と
東
向
通

の
交
差
点
か
ら
東
向
中
町
の
溝
川
に
流
れ
こ
ん
で
、
た
び
た
び
洪
水
と
な
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
門
通
の
北
側
の
町
々
は
堰
口
を
拡

大
す
る
と
被
害
が

一
層
大
き
く
な
る
と
考
九
て
お
り
、
南
側
の
町
々
は
堰
口
が
小

さ
い
か
ら
洪
水
が
起
こ
る
と
考
え
て
お
り
、
利
害
が
対
立
す
る
格
好
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

赤
門
通
の
北
側
に
位
置
す
る
東
向
北
町
以
下
十
町
の
町
役
人
た
ち
は
、
東
向
北

町
の
会
所
に
集
合
し
て
、
同
月
十
四
日
付
で
堰
口
拡
大
の
不
可
の
上
申
書
と
貞
享

元
年
の
記
録
写
を
差
し
だ
し
、
つ
い
で
翌
十
五
日
付
で

一
乗
院
宮
宛
に
も
同
様
の

口
上
書
を
提
出
し
た
。

奈
良
奉
行
所
で
は
吟
味
の
末
、
宝
暦
十

一
年
五
月
十
八
日
に
東
向
中
町
の
訴
え

を
却
下
し
た
。
し
か
し
、
東
向
中
町
は
な
お
納
得
せ
ず
追
訴
し
た
た
め
再
吟
味
と

な

っ
た
が
、
奉
行
所
で
は
結
局
裁
決
は
く

つ
が
え
さ
な
い
ま
ま
、
溝
川
の
土
砂
上

げ
に
よ
る
解
決

へ
と
調
停
を
進
め
た
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
溝
川
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
根
本
的
な
解
決
を
み
な
か

っ
だ
の

で
、
以
後
も
く
す
ぶ
り
続
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
争
論
か
ら
町
と
町
の
利

害

の
対
立
や
連
帯
の
あ
り
方
、
興
福
寺
と
い
う
伝
統
的
権
威
と
門
前
町
と
の
関
係
、

都
市
行
政
を
委
ね
ら
れ
た
奉
行
所
の
立
場
と
そ
の
機
能
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
引
き
出
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
く

つ
か
の
こ
う
し
た
事
例
を
集
合
さ
せ

て
み
る
と
、
近
世
都
市
と
し
て
の
奈
良
の
構
造
が
若
干
で
も
見
え
て
く
る
か
も
し

れ
な
い
。

大
火
と
焼
屋
敷

東
向
北
町
に
か
か
わ
る
大
き
な
火
災
は
、

『
万
大
帳
』
で
は
元
禄
十
七
年

(宝

永
元
年
)
の
大
火
と
宝
暦
十
二
年
の
大
火
の
二
つ
で
あ
る
。

元
禄
十
七
年
四
月
十

一
日
の
大
火
に
つ
い
て
は
、

『
万
大
帳
』
享
保
元
年
の
記

事
中
に

「
元
禄
拾
七

甲
申
年
四
月
十

一
日
午

ノ
刻
過
よ
り
申
ノ
刻
過
迄
町
中
焼
失
。

芝
辻
村
南
側
中
程
よ
り
出
火
」
と
あ
り
、
奈
良
町
北
部
の
類
焼
地
域
の
四
至
が
示



94第14号

 

要紀学大良
太爪

…
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
火
で
、
東
向
北
町
は
全
焼
し
た
。

『
万
大
帳
」
の
元
禄
十

一
七
年
記
事
中
に
は
火
災
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
載
は
全
く
な
く
、
六
月

二
十
八
口

付

の
四
件

の
焼
屋
敷
売
買
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
宝
永
三
年
と
同
五

…
年
に
も
焼
屋
敷
の

「
家
之
祝
儀
」
の
記
載
が
各

一
件
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年

一
に
売
買
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
.

一

宝
暦
十
二
年
二
月
二
十
三
日
の
宝
暦

の
大
火
は
、
奥
芝
辻
町
の
た
く
は
つ
坊
主

}
宅
か
ら
出
火
し
・
折
り
か
ら
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
・
火
の
ま
わ
り
も
早
く
・
東
向

…
北
町
も
北
ノ
門

審

所
を
は
じ
め
と
し
て
・
東
側
五
軒
・
西
側
七
軒
の
北
部
+
二

㎜
蒙

焼
失
伝
解

こ
の
火
災
の
奈
良
町
に
お
け
る
馨

状
況
も
書
き
加
え
る
と
・

皿
町
数
に
し
て
四
十
六
町
・

家
数
千
七
・
八
百
軒
・
興
禰
寺

・
東
大
寺
の
各
塔
頭
や

一

(
59

)

}
そ
の
他
の
寺
な
ど
の
焼
失
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

㎜

宝
暦
大
火
に
つ
い
て
も
・
焼
失
し
た
十
二
軒
の
う
ち
焼
屋
敷
の
売
買
三
件
と
・

嘉

地
の
分
型

件
と
が

『
万
大
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
・
火
災
を
め
ぐ

っ
て
は
・

…
こ
の
よ
う
に
焼
屋
敷
の
分
析
か
ら
、
火
災
が
町
に
お
よ
ぼ
す
影
響
や
町
民
の
対
応

に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

ま
ず
、
焼
屋
敷
の
売
買
価
格
を
割
り
出
し
、
通
常
の
売
買
と
比
較
し
て
み
る
と
、

㎜
焼
屋
敷
が
非
常
に
安
価
で
売
買

さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宝
永
の
焼
屋
敷
売

一
買
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「焼
屋
敷
」
と
し
て
登
場
す
る
物
件
は
、
銀

二
十
目
が
三

…
件
、
五
十
目
、
三
百
目
、
五
百
目
が
各

一
件
で
、
総
じ
て
通
常
の
売
買
よ
り
は
低

…
い
水
準
で
あ
る
。
た
だ
三
百
目
、
五
百

目
と
い
う
例
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
理

…
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

も

し
れ
な
い
。
宝
暦
大
火
後
の
焼
屋
敷
売
買

…
で
は
、
二
十
目
、
三
十
目
、
百
目
が
各

一
件
ず

つ
で
あ

っ
た
。

…

個
別
に
追
跡
し
て
み
る
と
・
た
と
え
ば
西
側
北
か
ら
四
暫

で
は
・
万
治
二
年

皿
に
七
百
目
で
売
買
さ
れ
た
も
の
が
、
宝
永
元
年
に
は
焼
屋
敷
と
な

っ
て
二
十
目
と

な
り
、
宝
暦
七
年
に
は
ま
た
値
上
が
り

し
て
五
百
三
十
目
で
売
買
さ
れ
て
い
る
。

東
側
の
北
か
ら
四
軒
目
の
事
例
で
は
、
宝
永
元
年
に
三
百
目
で
焼
屋
敷
と
し
て
売

買
が
あ
り
、
宝
暦
十
二
年
に
も
焼
屋
敷
と
な

っ
て
百
目
で
売
買
さ
れ
、
そ
の
後
は

明
和
元
年
に
九
百
目
、
安
永
六
年
に
二
貫
三
百
目
、
文
政
五
年
に
五
百
目
、
天
保

十

一
年
に
九
百
目
と
い
う
よ
う
に
、
値
段
が
大
き
く
変
化
し
な
が
ら
売
買
さ
れ
て

い
る
。

焼
屋
敷
と
い
う
も
の
の
、
実
体
は
空
地
で
あ
る
か
ら
、
家
の
建

っ
て
い
な
い
土

地
が
非
常
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
焼
屋
敷
や

空
地
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
家
の
祝
儀
を
半
額
に
減
免
す
る
こ
と
が

一
般
的
な
慣

例
と
な
っ
て
い
た
。

安
価
な
土
地
を
購
入
し
た
も
の
に
対
し
、
さ
ら
に
祝
儀
を
半
額
と
す
る
に
つ
い

(
60
)

て
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
断
定
は
で
き
な
い
が
、
町
が
空
地
を

嫌

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
町
運
営
の
し
く
み
か
ら
考

え
て
も
、
空
地
は
町
に
と

っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
家
屋
の
新
築
に

(
61
)

は
相
当
な
経
済
力
が
必
要
だ

っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
家
屋

を
早
急
に
新
築
す
る
条
件
で
、
空
地
の
購
入
者
に
便
宜
を
は
か

っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
町
共
同
体
維
持
の
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
有
利
な
条
件
で
新
し
い
町

の
構
成
員
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。

死
鹿
を
め
ぐ

っ
て

『万
大
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
死
鹿
の
記
事
は
、
元
禄
十
四
年
か
ら
寛
政
十

(
62
)

一
年
ま
で
の
問
に
二
十
七
件

で
あ
る
。
東
向
北
町
で
は
、
死
鹿
の
処
理
に
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宝
暦
四
年
十
月
二
十
八
日
の
記
事
を
か
か

げ
て
み
よ
う
。

当
町
会
所
門
口
に
死
鹿
有
之
候
。
清
メ
銭
之
覚

一
六
百
文

一
膓
代
観
音
院

一
四
百
文

仕
丁
両
人

但
シ
兵
庫
殿
取
次

右
之
通
に
而
相
済
申
候
。
勿
論

一
札
ケ
間
敷
義
無
御
座
候

宝
暦
四
年
戌
十
月
廿
八
日

月
行
事

甚

兵

衛
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市
左
衛
門

一
町
内
死
鹿
有
之
候
節
は
、
仕
丁

江
以
用
人
ヲ
可
相
断
候
。

一
繭
代
江
は
仕

丁
見
分
之
後
、
月
行
事
可
訴
也
。

町
域
内
で
死
鹿
が
出
た
場
合
、
町
用
人
を
も

っ
て
仕
丁

へ
報
告
す
る
と
と
も
に

見
分
さ
せ
、
月
行
事
か
ら
興
福
寺
別
当

の
支
院

へ
も
届
け
出
る
。
そ
し
て
、
別
当

と
仕
一」
に
対
し
て
清
目
銭
を
支
払

っ
て
、
死
鹿
を
引
き
と

っ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。

「
清
目
銭
」
に
つ
い
て
は
、
享
保
二
年
以
前
は
、
興
福
寺
と
仕
丁
に
対
し
て
そ
れ

ぞ
れ
四
百
文
ず
つ
、
す
な
わ
ち
死
鹿

一
件
に
つ
い
て
合
計
八
百
文
を
支
払

っ
て
い

る
が
、
享
保
十
三
年
の
事
例
で
は
、
興
福
寺

へ
の
清
目
銭
は
六
百
文
で
仕
丁
四
百

文
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
享
保
十

六
年
に
は
興
福
寺

へ
五
百
文
、
仕
丁

へ
四

百
文
、
ま
た
宝
暦
四
年
で
は
興
福
寺

へ
は
ま
た
六
百
文
と
な
り
仕
丁
は
四
百
文
の

ま
ま
と
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
変
動
が
み
ら
れ
る
。

東
向
北
町
の
町
域
内
に
お
い
て
死
ん
だ
鹿
に
対
し
て
は
清
目
銭
を
町
が
支
払
う

が
、
町
の
門
外
で
死
ん
だ
場
合
に
は
、
東
向
北
町
か
ら
は
清
目
銭
は
出
し
て
お
ら

ず
、
管
轄
外
の
処
理
と
な

っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
享
保
五
年
の
記
事
に
は
、

一
享
保
五
子
三
月
十
九
日
に
、
当
町
南
の
門
外
ト
中
筋
町
之
門
外
之
間
、
病

鹿
有
之
候
。
就
夫
、
両
町
年
役
立
合
候
而
相
談
之
上
、
仕
丁
方

へ
両
町
よ

り
月
行
事
断
に
遣
し
候
。
以
後

三
日
之
間
に
死
に
申
候
に
付
、
仕
丁
衛
門

・
新
太
郎
両
人
見
分
に
被
参
候

而
、
両
町
よ
り
清
目
料
出
シ
申
候
様
に
と

被
申
候
得
土
ハ、
先
年
よ
り
当
町
門
外
之
義
、
料
出
し
候
事
無
之
由
申
入
候

而
、
則
清
目
料
出
シ
不
申
、
鹿
取
に
参
候
事
。

と
あ
る
。
同
じ
く
、
享
保
十

一
年
に
南

の
門
外
で
死
ん
だ
鹿
に
対
し
て
も
、
東
向

北
町
は
清
目
銭
を
支
払

っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
天
明
七
年
六
月
二
十
八
日
の

南
の
門
外
西
方
で
死
ん
だ
鹿
に
対
し
て
は
、
清
目
銭
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
事
例

で
は
、
東
向
北
町
と
中
筋
町
と
東
向
中
町
の
三
町
の
辻
で
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
か

ら
、
町
域
外
で
は
あ
る
が
、
辻
中
の
こ
と
は
三
町
立
合

い
で
処
理
と
い
う
先
例
に

よ

っ
て
、
三
町
が
共
同
で
処
理
し
、
清
目
銭
を
支
出
し
た
の
で
あ
る
。
死
鹿
の
場

所
の
認
定
は
厳
密
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
町
の
門
外
で
も
辻
中
は
町
域
内
に
準
じ

て
、
関
係
町
々
の
共
同
管
理
に
な

っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

鹿
は
自
然
死
す
る
ほ
か
に
、
犬
に
よ
る
被
害
も
多
か

っ
た
よ
う
で
、
犬
に
か
み

つ
か
れ
た
鹿
が
東
向
北
町
内
に
逃
げ
て
き
て
死
亡
と
い
う
例
が
、
安
永
六
年
四
月

二
十
四
日
、
安
永
九
年
十
月
十
八
日
、
天
明
七
年
六
月
二
十
八
日
、
寛
政
十

一
年

十
二
月
二
十

一
日
と
見
え
る
。
鹿
に
喰
い
つ
く
犬
を
町
中
総
出
で
追
い
払

っ
た
り
、

交
替
で
徹
夜
の
番
を
し
た
り
し
て
鹿
の
保
護
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
鹿

対
策
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
東
向
北
町
に
は

一
匹
の
飼
い
犬
も
い
な
い
と
、
安
永
九

年
十
月
十
八
日
付
の

「
一
札
」
は
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
町
域
内
で
あ

っ
て
も
、
号
所
地
で
の
死
鹿
の
場
合
は
、
若
干
様
子
が
異

な
る
。

『
万
大
帳
』
天
明
七
年
の
記
事
に
は
、
六
月
二
十
八
日
に
西
側
の
号
所
松

田
家
の
表
で

「
犬
喰
鹿
」

が
落
命
し
た
こ
と
を
伝
え
、

こ
の
死
鹿
の
届
は
号
所

地
で
あ
る
か
ら
松
田
家
か
ら
行
な
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
所
は

「
松
田
家
門
口
溝
よ
り
壱
尺
斗
外
也
」
と
い
う
微
妙
な
地
点
で
あ
り
、
清
目
銭
が

町
か
ら
支
払
わ
れ
た
か
ど
う
か
な
ど
は
、
不
明
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
死
鹿
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
町
は
報
告
し
、
清
目
銭
を
支
払
う
シ

ス
テ
ム
で
あ
り
、
神
鹿
で
あ
る
鹿
の
管
理
責
任
は
、
あ
く
ま
で
も
町
側
に
は
な
か

っ
た
。
死
鹿
の
問
題
は
、
門
前
町
と
し
て
の
奈
良
町
を
特
色
づ
け
て
い
る
が
、
近

世
中
期
に
は
奈
良
総
町
と
し
て
の
対
処
で
は
な
く
、
個
々
の
町
単
位
の
対
処
が
原

則
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
鹿
の
死
ん
だ
位
置
や
町
域
の
厳

密
な
確
定
が
、
重
要
な
問
題
と
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
も
ま
た
、
近
世
町

共
同
体
の
考
察
に
若
干
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

『万
大
帳
』
の
分
析
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
進
め
て
き
た
が
、
家
屋
敷
の
変
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動
を
は
じ
め
町
の
組
織
と
運
営
等
に
つ
い
て
、
若
干

の
事
実
関
係
の
解
明
と
デ
ー

タ
の
提
供
と
は
で
き
た
か
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
途
中
火
災
に
遭
遇
し
な
が
ら
も

百
五
十
年
以
上
に
わ
た

っ
て
同
じ
屋
敷

に
居
住
し

つ
づ
け
た
家
持
町
人
が
、
同
じ

町
内
に
数
軒
あ

っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
数
十
年
町
内
居
住
の
経
歴
を
も

つ
も
の
が

町
年
寄
職
を
独
占
し
な
が
ら
町
政
を
指
導
し
た
が
、
月
行
事
や
年
預
と
い
う
か
た

ち
で
、
家
持
町
人
全
員
が
参
加
し
て
町
は
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
町
運
営
の
た

め
の
多
種
に
わ
た
る
町
民
の
出
費
行
為

に
は
、
披
露
と
親
睦
を
中
心
と
す
る
町
の

団
結
強
化
の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
た

こ
と
な
ど
、
そ
の

一
端
で
あ
る
。
個
々
の

事
実
の
確
定

や
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
各
所
で
の
べ
て
お
い
た
。

し
か
し
、
当
初
に

『
万
大
帳
』
か
ら
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き

る
か
と
い
う
関
心
か
ら
、
共
同
研
究
と
し
て
課
題
を
分
担
設
定
し
た
た
め
、
個
別

町
共
同
体
の
研
究
と
し
て
は
論
点
が
か
た
よ

っ
た
こ
と
、

『万
大
帳
』
の
分
析
と

い
う
こ
と
を
重
視
す
る
あ
ま
り
他
の
史
料
を
な
る
べ
く
さ
け
た
こ
と
な
ど
、
多
く

の
問
題
を
残
し
た
。
ま
た
、
紙
数
の
関
係
で
史
料
提
示
や
細
部
に
わ
た
る
考
察

の

成
果
を
割
愛
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な

い
。
こ
の
た
め
、
交
章
の
つ
な
が
り
や
分

析
の
不
徹
底
さ
な
ど
、
批
判
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
責
め
は
総
括
者
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
忌
揮
の
な
い
ご

叱
正
を
お
願

い
し
た
い
。

〔
付
記
〕

『万
大
帳
』
の
原
本
閲
覧
に
関
し
て
は
、
奈
良
市
史
編
集
室
の
御
好
意
を
う
け

た
。
ま
た
、
春
日
講
に
関
し
て
は
郷
土
史
家
山
田
熊
夫
氏
に
種
々
御
教
授
い
た
だ

い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
共
同
研
究
は
、
奈
良
大
学
史
学

科
の
史
学
講
読

(日
本
史
近
世
)
の
ク
ラ
ス
で
組
織
し
た
。
そ
の
分
担
は

つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
。
総
括
"
鎌
田
、
家
屋
敷
"木
本
洋

・
中
村
美
樹

・
西
川
和
穂

・
樋

口
肇

・
廣
瀬
毅

・
冬
野
雄

一
郎

・
増
山
陽
史
、

軒
役
・猪
原
浩
正

・
山
下
英
子
、

町
役
人
H
藤
井
智
恵
子

・
吉
村
ま
ゆ
ね
、
五
人
組
・
加
藤
信
彦

・
小
原
浩
美

.
山
下

淳
子

・
山
本
慎
子
、
借
屋
人
目
岡
本
耕
治

・
金
田
昇

・
河
口
健
児
、
触
書
、篠
原
正

治

・
中
野
彰
宏
、

町
定
"
赤
坂
良
人

・
今
井
吉
則

・
木
村
誠
司

・
竹
田
淳
子
、

生

業
"阿
部
敬
生

・
壬
生
佳
延
、

溝
川
"友
松
兼
治

・
渡
辺
洋
、

次
災
目鈴
木
昇

.
南

哲
也
、
死
鹿
u長
田
繁
昭

・
後
藤
津
留
美
。

注

(
1
)

新

し
い

『
奈
良
市

史
』

の
、編
纂
は
進
行
中

で
、
近
世
.編
の
出
版
も
間
近

い
と
聞

く
。

奈
良

町
研
究

の
前
進

の
た
め
に
朗
報

で
あ
る
。

(
2
)

東
向
北
町

の
略
史
に

つ
い
て
は
、
廣

吉
壽
彦

・
安
彦
勘
吾
両
氏

の

『
万
大
帳
』
解

題

(
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
第

九
巻
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
3
)

『
万
大
帳
」

の

「
弐
は
ん
」

す
な
わ
ち
第

二
冊
目
冒
頭
部
の
元
禄
十

二
年
か
ら

「
四
番
」

の
途
中
明
和
元
年
ま
で
の
期
間

で
あ
る
。

(
4
)

買
得
者
醸
出

の

「
十
分

の

一
」

か
ら
推
定
。

(
5
)

表
題
が

「
面
替
り
祝
儀
」
と
な
る
文
政
六
年
と
文
久
四
年
の
二
例
、
「
十
分
の

一
」

の
金
額

の
み
を
記
し

て
他

の
祝
儀

は
省
略
し
て

い
る
天
明
五
年
か
ら
享
和
三
年
ま
で

の
四
例

。
従
来
形
式
も
併
存
。

(
6
)

各
祝
儀

の
順
番
も

一
定
せ
ず
、
特
殊
型
と
従
来
形
式
が

二
十
年
に
わ

た

っ
て
併
存

す
る

こ
と
な
ど
か
ら
推
測
し
た
。

(
7
)

寛
保
三
年
分

と
、
安
政

二
年
か
ら
交
久
三
年
ま
で
の
十
年
分
が
欠
如

し
て
い
る
。

(
8
)

元
文
二
年
に
掛
物
屋
平
三
郎
跡

が

一
軒
、
寛
延
四
年
十
月
に
木
綿

屋
小
市
郎
が

一

軒
、
宝
暦
二
年
三
月

に
紙
屋
甚
六
が
二
軒

を
差
し
出

し
て
い
る
。

(
9
)

天

保
四
年

の
判
木
屋
嘉

七
と
木
綿
屋
喜
助
の

「
家
之
祝
儀
」

に
は
、
「
十
分

の

一
」

が
欠
如
し
て
い
る
。

(
10
)

寛
文

二
年

の

「
面
替
」

の
記
事
に
は
、

一
銀
七
拾

三
匁

平
兵
衛

お
も

て
か
わ
り

十
七
匁

会
跡

廿

五
匁
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官
頭

四
匁

水

樽

弐
匁

〆
而
四
拾
八
匁

と
あ
り
、
合
計
額

と
七
十

三
匁

と
の
差
は

二
十
五
匁

と
な
る
。
家
並
図
復
元
の
過
程

で
は

こ
れ
を

「
家
之
祝
儀
」

と
解
釈
し
な

い
と
合

わ
な
い
部
分
が
あ
る
。

(
11
)

こ
の
う
ち
売
買
記
録

に
よ
る
も

の
は
四
十
三
件
。

(
12
)

「
家
之
覚
」

は
享
保
十

五
年
改

と
あ
る
が
、

『
万
大
帳
』
第
三
冊
目

の
享

保
六
年

記
事

の
前

に
記
さ
れ
て
お
り
、
第

四
冊
目

の
冒
頭
に
も
再
録

さ
れ
て

い
る
。
両
者
の

間

に
は
根
本
的
な
差

は
な
い
が
、

三
冊
目

の
方
を
原
本

で
確
認
す
る
と
、

一
部
付
箋

に
よ
る
修
正
な
ど
が
見
ら

れ
、
四
冊
目

の
再
録
で
は
整

理
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、

こ
れ
ら

を
参
考
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
他

の
記
事
も
合

わ
せ
て
、
改

め
て
享
保
十
五

年
正
月
時
点
で
復

元
し
た
。

(
13
)

『
万
大
帳
』
交
政

二
年
の
職
業
改

め
も
家
別
記
載
で
あ
る
が
、
人
名
は
家
持
と
は

限
ら
ず
現
住
者

で
、
軒
数

の
数

え
方

に
も
不
審
が
あ
る
。

(
14
)

享
保
十
五
年
四
月
に
国
分
屋
宇
兵
衛
が
墨
形
屋
治
兵
衛

に
売

っ
た
記
事

に
、
表
口

四
間
、
奥
行
十

一
問

三
尺

で

「
但
、
表

ヨ
リ
八
間
壱
尺

五
寸
行

テ
地
尻
幅
南
北
拾
壱

間

五
尺
也
」

と
あ
る
。

(
15
)

こ
の
の
ち
宝
暦
十
二
年
と
安
永

九
年

に
土
地
を
分
割
売
買

し
た
こ
と

に
よ
り
、
付

近

の
地
割
は
さ
ら
に
大

き
く
変
化
す

る
。

(
16
)

享
保

七
年
十
月
三
日
付

の
町
年
寄

・
月
行
事
か
ら
町
代
高
木
又
兵
衛

に
宛

て

た

「
覚
」
。

(
17
)(
18
)
(
19
)

享
保
七
年
七
月
十
九
日
付

の
番
所
宛
口
上
書
。

(
20
)
(
21
)

『
万
大
帳

』

元
文
三
年
記
事
中
に
、

屋
敷
地
交
換
に
と
も

な
う

コ

札
」

「
覚
」
を

一
括
し
て

い
る
。

(
22
)

秋
山
国
三
氏

『
公
同
沿
革
史
』
上
巻
三
三

一
頁

。

(
23
)

表

口
五
尺

二
寸

、
奥
行
十

一
間
三
尺
ほ
ど
の
地

を
譲
り

う
け

た
壷
屋
は
、
宝
暦
十

二
年
三
月
の
墨
形
屋
宛

一
札

に

「
右
之
寸
法
書
之
通
御
譲
り
被
下
恭
存
候
。
然

ル
上

は
是
迄
其
元
町
義
弐
間
役
御
勤
被
成
候
を
、
向
後

は
我
等
方

よ
り
永
久
町
義
半

役
相

勤
可
申
候
」

と
記
し
て

い
る
。

(
24
)

東
側
北

か
ら
十
三
軒
目
の
例

で
み
る
と
、
宝
永
元
年
六
月

二
十
八
日
付
で
田
中
快

庵

か
ら
帯
屋
善
兵
衛

へ
焼
屋
敷

と
し
て
売
ら
れ
た
時

一
軒
役

で
、
延
享

三
年
四
月
十

九
日
付

で
帯
屋
善

六
か
ら
新
身

屋
利
兵
衛

に
売
却
さ
れ
た
時
も
同
じ
く

一
軒
役
。

(
25
)

宝
暦
十

一
年
二
月

に
捨
子
の
養
育
料
等

五
貫
五
百
文

を
軒
役

で
町
中
か
ら
集
め
た
。

(
26
)

享
保
十
三
年
の
記
事
中

に
あ
る
が
、
消
印
が
あ
り
、
内
容
的

に
も
元
文

二
年
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
同
様

の
記
録
は
享
保

十
八
年
記
事
中
に
も
あ
る
。

(
27
)

た
だ
し
、
貞
享

三
年
の
申
筋
町
中
宛

コ

札
」

に
年
役
二
名

と
年
寄
と
思
わ
れ
る

六
名

の
合
計
八
名

が
署
名

し
て
お
り
、
ま
た
元
禄
三
年
の

「
年
寄
廻
り
之
覚
」

に
は

八
名
が

二
名
ず

つ
に
分
け

て
記
さ
れ
て

い
る
。
年
役

二
名

の
制
は
変

っ
て
い
な

い
。

(
28
)

御
器
屋
吉
兵
衛
家
は

『
万
大
帳
』

で
は
明
暦

二
年

に
見
え
、
元
禄
十
年
に
年
寄
と

な
る
。
ま
た
山
城
屋
は
天
和

二
年

に
見
え
、
正
徳

二
年
に
年
寄

と
な
る
。

(
29
)

『
万
大
帳
』
に
は
町
内
忌
中

の
役
義
免
除

「
定
」
を
た
び
た
び
掲
げ
て
お
り
、
父

母

・
妻
な
ど
各
臓

日
数

と
役
義

の
代
勤
、
代
銭
等
を
記
す
。

(
30
)

大
黒
屋
と
御
器
屋
は
年
役

で
免
除
。
錨
屋
善
介
は
善
三
郎
の
子
、
帯
屋
さ

つ
は
善

兵
衛

の
後
家
。

(
31
)

宝
永
六
年
六
月
十
四
日
の
死
鹿
処
理
の
時

は
、
西
側
十
六
軒
目

の
号
所

に
住
む
畳

屋
孫
四
郎
が
月
行

事
と
な

っ
て
い
る
。

(
32
)
(
33
)
(
34
)

天
明
三
年
記
事

に
よ
る
。
同
様
の
記
載
は
享
保
六
年
以
降
度

々
見

え
る

が
、
天
明
三
年
が
詳
細
。

(
35
)

秋
山
国
三
氏

『
公
同
沿
革
史
』
上
巻

一
九
三
頁
。

(
36
)

口
本
経
済
史
研
究
所
編

『
日
本
経
済

史
辞
典
』
。

(
37
)

『
万
大
帳
』
に
は
元
文

三
年
正
月

改
と
す
る

「
五
人
組
之
覚
」
が
享
保
十
六
年

と

元
文

二
年
の
記
事
中
の
二
種
あ
り
、
前

者
は
七
組
、
後
者
は
六
組

で
あ
る
。
し
か
し
、

後
者

に
は
元
文
三
年
時

の
家
持
平
五
郎
、
勘

三
郎
、
三
郎
兵
衛

な
ど

の
書
き
落

と
し

が
あ
り
、
六
組
で
は
疑
問
が

の
こ
る
。

(
38
)

寛
文
十
年
記
事
中

の
五
人
組

の

「覚

」
。

(
39
)

万
治
四
年
の

「
五
人
組
」
順
番
は
東
側
北
か
ら
南

へ
、
西
側
南
か
ら
北

へ
と
記

さ
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れ
て
お
り
、
寛
文
十
年
の
例

で
は
東
側
北

一
軒
目
か
ら
西
側
北

一
軒
目

へ
移
り
、
西

側
南

へ
そ
し
て
東
側
南
か
ら
北

へ
と
い
う
順
、で
あ
る
。
東
側
南

を
起
点
と
す
る
順
番

は
↑
七
世
紀
末

こ
ろ
か
ら
定
着
し
て
い
る
。

(
40
)

寛
文
十
年
記
事
中

に
町
屋
敷

を
含

め
六
人

の
組
と
し
て

い
る
が
、

ほ
か

に
は
例

を

見
な

い
。

(
41
)

注

(
14
)
参
照
。

(
42
)

寛
保
元
年

四
月
十

八
日
の
春
日
社
釣
灯
籠
吟
味

の
東
向
北

町
連
判

「
借
屋
中
」
の

人
数
。

(
43
)

延
享

四
年
十
月
十
九
日
の
分
銅

改
め
に
対
す
る
町
中
連
判

の

「
借
屋
中
」
人
数
。

(
44
)

寛
政
十

一
年
記
事
中

の

「
家
数
竈
数
並

渚
商
売
人
御
改
帳
写
」
に

「
一
、
借
家

八

軒
」
と
あ
る
。

(
45
)

『
万
大
帳
』
も
幕
末
期

に
は
触
書
を
か
な
り
書
留

め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
近
世

中
期
を
見
る
。

(
46
)

享
保
十
六
年

の
京
都

へ
の
出
訴

に
関
す
る
触
書
。

(
47
)

奈
良
奉
行

松
平
織
部

正
乗
有
。
享
保
五
年
か
ら
元
文

五
年
ま

で
在
任
。

(
48
)

享
保
十
六
年
の
姫
宮
結
納

に
関
す
る
触

書
。

(
49
)

享
保
十
八
年
の
質
物
取
置

に
関
す
る
触
書
。

(
50
)

奈
良
奉
行

石
黒
但
馬
守
易
慎
。
元
文
五
年
か
ら
宝
暦

三
年
ま

で
在
任
。

(
51
)

寛
保
元
年
三
月
二
十
二
日
付

の
町
中
請
書
。

(
52
)

寛
政
五
年
八
月
晦

日
付

の
氷
室
社
神
事
延
引

の

「
同
章
」

な
ど

の
例
は
記
さ
れ
て

い
る
。

(
53
)

京
都
市
編

『
京
都

の
歴
史
』
第

六
巻
参
照
。

(
54
)

奈
良
市
教
育
委
員
会

編

『
奈
良

の
歴
史
』
参
照
。

(
55
)

家

の
祝
儀

の

「
子
酒
」

に
つ
い
て
は

「
子
酒
当
町
に
而
出
来
候
分

は
向
後
取
不
申

候
筈
。
但
借
宅
人
家
買
被
申
候

は
皆

々
取
申
筈
」

と

い
う
変
更
規
定
が
享
保
六
年
記

事

に
あ
る
が
、
変
更

年
は
不

明
。

(
56
)

藤
田
祥
光
稿

『
藤
田
交
庫
』

一
六
九
所
収
。

(
57
)

元
文
五
年
記
事
中

に

「地
尻
溝
川

並
中
溝
輌
帥
柿
」
と
あ
る
。

(
58
)

宝
暦
十

二
年
記
事
中
に
左

の
記
載
が
あ
る
。

宝
暦
十

二

王
午
年

二
月
廿
三
日
午
之
下
刻

よ
り
酉

ノ
上
刻

迄
、
奥
芝
辻
町
西
側

た
く

は
っ
坊
主
居
宅
よ
り
火
出
候
。
折
節
風
強

ク
大
火

に
成
。
当
町
も
北
に
而
十
弐
軒
焼

ル
。
則
類
焼
之
家
数
書
記
。

北

ノ
門

挿
番
所

東
側山

城
屋
源
兵
衛

同
人
借
屋

西
坊
友
輔

豆
腐
屋
久
兵
衛

樽
屋
占
兵
衛

西
側柴

屋
三
四
郎

塗
師
屋
清
兵
衛

墨
形
屋
喜
兵
衛

壼
屋
儀
兵
衛

大
工
善
六

き
せ
る
屋
さ
よ
か
し
や

丸
屋
太
平
次
か
し
や

右
之
家
数
十
弐
軒

(
59
)

注

(
58
)
の
記
事

の
あ

と
に
町
数

・
家
数

・
社
数

を
記
す
。

(
60
)

宝
永

二
年

「
祝
儀
銀
集
り
覚
」

に

「
焼
屋
敷
故
半
分
」

の
記
載
が
あ

る
。

(
61
)

た

と
え
ば
、
宝
暦

七
年

の
会
所
新
築

で
は
表
口
四
間
、
裏
行
四
間

二
尺

五
寸
の
建

物

に
、
町
内
の
職
人

を
用

い
な
が
ら
も

二
貫
目
以
上

を
要
し
た
。

(
62
)

『
万
大
帳
』
で
は
、
元
禄
十
三
年
以
前
、
寛
政
二
年
以
後

に
お

い
て
は
死
鹿
の
記

載
が

な
い
。
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TownStructureofHigashi〃Zukikita-machi東 向 北 町,Naya奈 良

MichitakaKAMADA

ResearchTeamforModern TownHistoryofIVara-cho

Summary

"Yorozuocho万 大 帳"haskeptarecordoftwohundredandfortyyearsof

Higashimukikita-machi,NaraduringtheEdo江 戸period.Byanalyzingthetown

archives,theauthorswillinquireintothefollowingpoints

(1)thechangesofestateowners,anditsformanddispositionofeachestate;

(2)theorganizationsandrolesoftheexecutivecommitteeandneighborhood

unitsnamedgoningumi五 人 組;

(3)theadministrativeregulationsofthecho町andtheinhabitants'occupations;

and

(4)theconsequencesaftertheconflagrationsandfloodsuponthecho.


