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〇
喜
ば
れ
た
神み

輿こ
し･

太
鼓
の
　

　
渡
御

前
回
は
、
寛
延
３
年（
１
７
５
０
）伊

居
太
神
社
で
神
輿
の
渡
御
が
復
活
し
た

こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
町
の
人
び
と
は

１
５
０
年
以
上
経
っ
て
復
活
し
た
神
輿

の
渡
御
を
歓
迎
し
、
精
神
は
高
揚
し
ま

し
た
。
９
月
の
祭
り
に
は
大
勢
の
人
び

と
が
神
社
を
参
拝
し
、
町
に
は
神
輿
講

と
か
太
鼓
中
と
い
っ
た
組
織
も
作
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
重
な
り
合
っ

て
、
町
の
人
び
と
が
神
社
を
尊
崇
し
、

氏
子
と
し
て
の
結
合
を
確
認
す
る
機
会

と
も
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
50
数
年
経
っ

た
文
化
３
年（
１
８
０
６
）、
神
輿
も
太

鼓
も
唐
突
に
渡
御
が
中
止
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
中
止
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
も

生
じ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
文
政
５
年

（
１
８
２
２
）、
同
６
年
、
同
８
年
に
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
氏
子
た
ち
が

楽
し
み
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
神
輿
･
太
鼓
の
渡
御
中
止
は
起

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は

村
政
に
対
す
る
池
田
村
庄
屋
な
ど
村
役

人
の
考
え
方
を
ど
う
示
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

〇
文
化
３
年
の
紛
争

『
稲
束
家
日
記
』文
化
３
年
９
月
17

日
に
は「
神
輿
太
鼓
不
出
」と
書
か
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、つ
づ
け
て
、「
夜
中
に

は
、池
田
庄
屋
天
満
や
門
十
郎
居
宅
に

大
勢
集
ま
り
な
け
う
ち（
投
げ
打
ち
）を

致
し
、戸
腰
破
ル
」と
打
ち
壊
し
の
状
況

を
記
述
し
、最
後
に「
兎
角
無
分
別
成
も

の
は
恐
る
べ
き
事
」と
、「
無
分
別
な
る

者
」に
問
題
の
焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、『
伊
居
太
神
社
日
記
』文

化
７
年
８
月
23
日
の
と
こ
ろ
に
は
、
文

化
５
年
９
月
伊
居
太
神
社
宮
司
家
を

継
い
だ
前
大
戸
屋
勝
左
衛
門
が
文
化

３
年
の
こ
の
日
の
出
来
事
と
そ
の
あ
と

に
続
い
た
京
都
小
堀
代
官
所
の
取
り
調

べ
の
様
子
を
ま
と
め
た
記
事
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
代
官
所

の
取
り
調
べ
は
、
神
輿
渡
御
の
発
議
は

宮
司
か
氏
子
世
話
人
か
の
見
極
め
に
置

か
れ
、
発
議
を
受
け
た
村
役
人
の
判
断

の
適
否
お
よ
び
氏
子
の
動
き
を
検
討
し

た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
発
議
が
い

ず
れ
に
あ
る
と
し
て
も
神
輿
渡
御
の
決

定
は
村
役
人
が
行
う
と
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
宮
司
は

神
輿
渡
御
の
可
否
判
断
は
し
て
い
な
い

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
池
田
村
は
５
つ
の
株
に

別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
庄
屋
･
年
寄
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
村
の
百
姓

か
ら
年
貢
を
取
り
代
官
に
納
め
る
義
務

を
有
し
、
そ
の
他
ど
こ
の
村
で
も
課
せ

ら
れ
て
い
た
村
統
治
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
祭
礼

の
可
否
決
定
も
そ
の
流
れ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
池
田
村
庄
屋
で
あ
る
天
満
屋

門
十
郎
は
神
輿
渡
御
の
中
止
を
決
め
、

強
い
姿
勢
で
そ
の
決
定
を
押
し
通
し
て

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
理
由
は
何
も
明

ら
か
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
村
役
人
の
決

定
に
氏
子
は
従
う
べ
き
だ
と
言
う
ば
か

り
の
よ
う
で
す
。
村
庄
屋
で
あ
る
天
満

屋
に
怒
り
の
矛
先
が
集
ま
っ
た
の
も
当

然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
中
、

当
面
の
解
決
策
と
し
て
小
堀
代
官
所

は
、
文
化
４
年
以
降
は
祭
礼
を
継
続

し
、
神
輿
な
ど
の
渡
御
を
実
施
し
て
い

く
た
め
に
代
官
手
代
を
池
田
に
出
張
さ

せ
、
祭
事
全
体
を
監
視
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

〇
文
政
５
年
の
倹
約
策
と

　

神
事
の
中
止

文
政
５
年
は
文
化
３
年
か
ら
16
年
目

で
す
。
池
田
村
に
は
大
き
な
困
難
が
横

た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
前
年
、
上
池
田

株
の
庄
屋
が
そ
の
年
の
年
貢
を
取
り
込

み
、
年
貢
納
入
に
穴
を
開
け
て
い
た
の

で
す
。
池
田
村
全
体
の
借
金
は
銀
お
よ

そ
20
貫
目（
金
３
３
０
両
ほ
ど
）ぐ
ら
い

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。村
で
は
、そ
れ
に

対
し
て「
倹
約
」を
百
姓
全
体
の
義
務

と
し
て
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
な
か
で
神
輿
渡
御
の
中
止
は
、

広
く
検
討
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

『
伊
居
太
神
社
日
記
』に
は
、
こ
の
と
き

誰
か
が
書
い
た
意
見
書
の
草
案
ら
し
い

も
の
が
一
通
挟
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
村
の
借
金
と
神
輿
渡
御
と
の

間
に
関
係
は
な
い
と
い
っ
た
趣
旨
で
し

た
。
し
か
し
、
大
勢
は
神
輿
渡
御
中
止

の
方
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
伊
居
太
神

社
と
呉
服
神
社
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
司
も

話
し
合
っ
て
神
楽
の
実
施
で
乗
り
切
ろ

う
と
一
致
し
て
い
ま
す
。

氏
子
世
話
人
が
一
貫
し
て
神
事
各

行
事
の
実
施
を
願
っ
て
い
た
こ
と
は

『
伊
居
太
神
社
日
記
』の
各
年
に
わ
た
る

記
述
の
中
で
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、

村
役
人
は
別
の
角
度
か
ら
神
事
を
見
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ど
こ
を
向
い
て

い
た
の
か
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

江戸時代後期、池田村の神事と村政

呉服神社
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〇
記
さ
れ
な
か
っ
た 

　
町
の
商
人
の
農
作
業

江
戸
時
代
、
池
田
村
は
歴
と
し
た
町

で
し
た
が
、
そ
れ
は
内
実
の
こ
と
。
表

向
き
は
村
と
さ
れ
、
そ
こ
に
住
む
人
は

「
百
姓
」と
し
て
年
貢
も
毎
年
納
め
て
い

た
の
で
す
。

で
は
、
個
々
の
商
人
は
実
際
、
作
物

の
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
商
売
だ
け
で
も
結
構
大
変
な
の

に
、
農
事
に
ま
で
手
を
広
げ
る
と
な
る

と
、
頭
も
身
体
も
さ
ら
に
使
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
で
は
こ
の

点
に
つ
い
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

伴
っ
て
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は

至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

〇「
稲い

な

束つ
か

家
日
記
」の 

　
農
事
記
録

池
田
村
の
中な

か
ん
ち
ょ
う

之
町
に
住
み
麹（
甲

字
）屋
の
屋
号
を
持
つ
稲
束
家
は
、
後

世
造
り
酒
屋
・
土
地
持
ち
・
山
持
ち
・

家
持
ち
そ
れ
か
ら
書
画
持
ち
と
し
て
知

ら
れ
、
池
田
を
代
表
す
る
商
家
で
し

た
。
同
家
代
々
の
当
主
は
宝
暦
６
年

（
１
７
５
６
）以
来
１
７
６
冊
に
及
ぶ
日

記
を
書
き
続
け
て
お
り
、
池
田
市
で
は

そ
れ
を
翻
刻
し
て『
池
田
市
史
』史
料
編

④
～
⑥（「
稲
束
家
日
記
」）と
し
て
出
版

し
て
い

ま
す
。今

回
は
、こ

の「
稲
束

家
日
記
」

の
う
ち

嘉
永
６

年（
１
８

５
３
）１

月
当
初
か
ら
５
月
半
ば
に
至
る
ま
で
の

記
事
の
中
か
ら
同
家
の
農
事
記
録
を
引

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
見
え
て
き
た
こ
と
を
以
下
紹
介
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

〇
熱
心
に
取
り
組
ん
だ

　
農
作
業

稲
束
家
の
農
作
業
は
１
月
６
日「
城

山
谷
」で
ス
モ
モ
の
木
を
伐
り
、
菜
種

の
肥
や
し
を
拵こ

し
らえ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
５

月
17
日
水
掛
り
を
同
じ
く
す
る
地
域
の

田
地
で
一
斉
に
田
植
え
を
行
っ
た
と
こ

ろ
ま
で
だ
け
で
も
延
べ
55
日
の
日
数
に

上
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

耕
作
地
は「
海
老
屋（
や
）」「
小
畑（
お

わ
た
）」「
畑
」「
兼
田
」「
寺
平
」「
城
山
」

「
杉
谷
」「
横
丘
」な
ど
に
わ
た
り
、
菜

種
・
ス
モ
モ
・
麦
・
た
け
の
こ
・
レ
ン

コ
ン
・
芋
・
茶
・
大
豆
・
い
ん
げ
ん
豆
・

ビ
ワ
・
わ
た
、
そ
し
て
米
と
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
６
月
以
降
ま
で
さ
ら

に
読
み
進
め
て
み
れ
ば
、
作
物
の
種
類

は
さ
ら
に
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。

「
国ク
ヌ
ギ木

」の
記
述
も
注
目
す
べ
き
で
、
大

量
の
柴
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

「
こ
へ
や
り
」、「
こ
へ
拵
へ
」な
ど
の

記
述
も
出
て
き
ま
す
。「
こ
へ
」と
は
も

ち
ろ
ん
、
肥
料
の
こ
と
で
す
。
粕
も
そ

の
う
ち
に
混
じ
っ
て
い
て
、
金
肥
が
相

当
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
だ
が
、
古
木
に
な
っ
た
ス
モ
モ
の

木
を
伐
っ
て
肥
や
し
に
す
る
な
ど
、
生

態
系
上
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
記
述
も

あ
り
ま
す
。

稲
束
家
は
、
レ
ン
コ
ン
な
ど
に
つ
い

て
は
蓮
の
花
を
遠
方
の
知
り
合
い
に
見

せ
て
楽
し
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
、
収
益

以
外
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
存

在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
米

と
麦
は
や
は
り
重
視
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
麦
の
手
入
れ
は
怠
ら
ず
、
こ
の
年

の
５
月
15
日
に
は
麦
納
め
と
し
て
７
石

４
斗
を
計
り
、
当
初
の
目
標
よ
り
も
１

石
５
斗
減
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。
そ
の
生
産
目
的
は
何
だ
っ
た
の

か
、
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

〇
稲
束
家
に
雇
わ
れ
る

　
人
び
と

稲
束
家
は
、
農
作
業
の
た
め
14
～
15

人
の
人
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
つ
も
14
～
15
人
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
使
用
人
の
範
囲
が
14
～
15
人
と
い

う
意
味
で
す
。
実
際
は
、
６
人
を
同
時

に
使
う
と
き
も
あ
る
し
、
１
人
だ
け
と

い
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
繁
忙
期
が
あ

り
、
閑
散
期
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

彼
ら
は
、
生
計
的
に
は
稲
束
家
に
隷

従
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
雇
わ
れ
て

い
た
と
み
る
方
が
適
切
な
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
名
前
の
横
に「
半
人
」と
い
っ
た

文
字
が
と
き
ど
き
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
判
断
で
き
ま
す
。
仕
事
の
量
を
量
っ

て
賃
金
を
支
払
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
彼
ら
は
町
の
借
家
に
住
ん
で
毎
日

仕
事
を
探
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。男

性
の
仕
事
は
、
木
を
伐
る
と
い
っ

た
よ
う
な
き
つ
い
仕
事
が
多
く
、
女
性

の
仕
事
は
麦
畑
の
中
の
草
引
き
と
い
っ

た
、
い
ま
な
ら
き
つ
い
仕
事
で
す
が
、

よ
く
担
当
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

は
、
稲
束
家
に
農
事
で
使
わ
れ
た
人

は
、
同
家
の
商
活
動
で
も
使
わ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
こ

の
問
題
の
存
在
を
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

江戸時代池田の商人と農作業

稲束家日記（歴史民俗資料館蔵）
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〇
近
世
の
始
ま
り
と 

　
村
の
確
立

近
世
社
会
を
支
え
て
い
た
も
の
は

村
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
村
は

生
産
の
中
心
で
、
日
本
全
体
で
見
れ
ば

10
人
の
う
ち
７
～
８
人
は
村
の
住
民

で
し
た
。

で
は
、
村
っ
て
何
で
し
ょ
う
。
商
業

施
設
が
な
い
か
、
あ
っ
て
も
、
ま
ば
ら

な
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
地
域
、
幕

府
や
藩
の
言
い
な
り
に
な
り
、
粒
々
辛

苦
、
年
貢
を
納
め
る
た
め
十
年
一
日
の

ご
と
く
朝
か
ら
晩
ま
で
農
作
業
に
従

事
し
て
い
る
地
域
、
あ
る
い
は
ま
た
、

日
々
の
暮
ら
し
が
自
然
と
結
び
つ
い
て

は
い
る
が
、
迷
信
に
と
ら
わ
れ
た
地
域

だ
と
か
い
っ
て
済
ま
せ
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。

も
し
も
、
村
が
近
世
社
会
の
基
礎
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い

は
、
近
世
社
会
の
成
立
が
村
の
成
立
と

と
も
に
始
ま
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
村
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
の
解
明
こ
そ
近
世
史
理
解
の

カ
ギ
と
な
る
も
の
と
し
て
、
学
問
的
に

追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〇
近
世
池
田
の
村

そ
も
そ
も
、
村
は
い
つ
、
ど
こ
か
ら

生
じ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
と
い
っ
た

中
世
社
会
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
寺

院
や
天
皇
･
貴
族
あ
る
い
は
武
家
な

ど
の
系
譜
を
引
く
家
々
に
は
古
文
書

の
中
に
荘
園
の
記
録
が
あ
り
、
そ
こ
に

村
と
お
ぼ
し
き
名
前
が
少
な
か
ら
ず
出

現
し
ま
す
。
今
に
つ
な
が
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
詳
細
不
明
の
も
の
も
少
な
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。

『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
で
も
、

荘
園
と
し
て
の「
呉く

れ
は
の
し
ょ
う

庭
庄
」「
細
川
庄
」

な
ど
の
名
前
が
登
場
し
、
今
に
残
る
地

名
と
し
て
宇
保
･
池
田
･
中
川
原
と

い
っ
た
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し

て
、
長
ら
く
戦
乱
が
続
く
な
か
、
荘
園

が
力
を
失
う
と
と
も
に
、
か
わ
っ
て
村

が
出
現
し
て
い
く
こ
と
が
見
通
さ
れ
て

い
ま
す
。

た
だ
し
、
近
世
初
頭
に
な
っ
て
も
、

ま
だ
名
前
だ
け
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い

村
も
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
そ
の
後

出
て
こ
な
い
村
名
も
あ
る
よ
う
で
す
。

試
み
に
、
池
田
市
域
に
つ
い
て
慶
長
８

年（
１
６
０
３
）征
夷
大
将
軍
と
な
っ

た
徳
川
家
康
に
命
じ
ら
れ
て
各
国
別

に
作
ら
れ
た『
慶
長
国
絵
図
』の
う
ち

「
摂
津
国
絵
図
」に
記
さ
れ
た
村
の
名

前
を
あ
げ
て
見
ま
し
ょ
う（『
新
修
池

田
市
史
』第
２
巻
22
ペ
ー
ジ
の
図
）。

細
河
地
区
で
は
、
久
安
寺（
こ
れ
は

村
で
は
な
く
、
寺
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）・

門
前
町
・
吉
田
村
・
横
山
村（
現
川
西

市
）・
古
家
村
・
伏
尾
村
・
東
山
村
・

中
川
原
村
･
木
部
村
、
池
田
周
辺
で

は
、
池
田
町
・
渋
谷
村
・
西
畑
村
・
東

畑
村
・
ソ
ン
ハ
チ
村
・
野
入
村
・
ヲ
フ

フ
村
、
北
豊
島
地
区
で
は
、
井
口
村
・

東
市
場
村
・
中
根
村
・
西
市
場
村
・
上

畠
村
・
宮
原
村
・
神
田
村
・
ツ
カ
イ

村
・
脇
塚
村
・
堤
内
村
・
宮
前
村
の
各

村
名
が
、
位
置
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

い
か
が
で
す
か
。
で
も
、
ま
だ
分
か

ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
い

ま
一
息
の
史
料
調
査
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〇
文
禄
の
検
地
帳
が
明
ら
か
に
　

　
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
で
は
畑

村
と
神
田
村
に
残
さ
れ
た
文
禄
３
年

（
１
５
９
４
）９
月
実
施
の
検
地
帳
が

丹
念
に
説
明
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
分
か
る

こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
畑
村
に

つ
い
て
は
、
46
町
9
反
余
が
確
定
さ

れ
、
年
貢
負
担
者
が
明
示
さ
れ
、
ま
た

村
域
と
村
境
を
確
定
し
た
こ
と
な
ど
、

検
地
を
通
し
て
中
世
の
村
が
領
主
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
支
配
さ
れ
る
近
世

の
村
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
近
世
村
の
成
立
に
つ
い

て
は
徳
川
政
権
確
立
以
後
の
動
き
も

重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
き
に
村
域
と
村

境
を
確
定
し
た
と
い
う
評
価
に
つ
い
て

は
、
疑
問
が
残
り
ま
す
。
検
地
は
、
畑

村
を
例
に
言
え
ば
、
耕
地
と
住
居
地
の

調
査
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ら
を
大
き
く

取
り
巻
く
山
地
と
か
沼
や
水
路
な
ど

は
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
実
際
、
山
地
を
め
ぐ
る
境
界
争
い

は
各
地
で
生
じ
て
い
ま
す
。

近
世
村
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を

理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
村
に
対
す
る

領
主
権
力
の
支
配
と
い
う
側
面
だ
け

で
な
く
、
村
の
自
立
性
を
支
え
て
い
た

も
の
、
ま
た
村
と
村
あ
る
い
は
町
と
の

関
係
性
と
い
う
問
題
も
見
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

「近世村の成立」で知りたいこと

慶長十年摂津国絵図(北豊島地区部分）
出典：にしのみやオ−プンデータサイト
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〇
村
自
立
の
基
盤

江
戸
時
代
、
村
は
本
村
・
支
村
の
関

係
を
除
け
ば
、
多
く
の
場
合
自
立
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
決
し
て
孤
立
し

て
は
お
ら
ず
、
相
互
に
不
足
す
る
物
資

や
、
と
き
に
は
知
識
を
補
い
合
っ
て
、

村
と
村
、
あ
る
い
は
村
と
町
の
関
係
の

中
で
主
体
性
や
自
立
性
を
維
持
し
て

い
た
の
で
す
。

ど
の
村
で
も
、
こ
れ
ら
を
確
保
す
る

た
め
、
生
産
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
田
畑
と
屋

敷
地
あ
る
い
は
水
利
施
設
な
ど
が
そ
の

中
心
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
集
落
を
取
り
巻
く
山

や
川
・
湖
と
い
っ
た
自
然
の
広
が
り
、

そ
し
て
近
隣
の
町
も
大
事
な
存
在
と

し
て
相
互
に
依
存
し
て
い
た
の
で
す
。

今
回
は
、
山
の
存
在
に
つ
い
て
村
々

の
古
記
録
を
ひ
も
と
い
て
み
る
こ
と
に

し
ま
す
。

〇
畑
村
本
庄
前
山
と
裏
山
を 

め
ぐ
る
入
り
会
い
の
記
録

そ
も
そ
も
、
山
は
ど
の
よ
う
な
意
味

で
重
要
だ
と
当
時
の
人
は
考
え
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
市
畑
地
区
は
、江
戸
時
代
に
は

畑
村
あ
る
い
は
東
・
西
畑
村
で
し
た
。

畑
村
の
北
部
は
山
地
が
広
が
り
、
集
落

に
近
い
方
を
本
庄
前
山
、
奥
を
裏
山

と
呼
び
ま
す
。『
新
修
池
田
市
史
』第

２
巻
で
は
、
こ
の
山
地
の
利
用
を
め
ぐ

る
周
辺
村
々
の
権
利
と
義
務
＝
入
り

会
い
関
係
の
調
整
が
い
く
つ
か
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
５

年（
１
６
９
２
）作
成
の「
取
替
し
申
す

一
札
の
事
」、享
保
期（
１
７
１
６
～
１

７
３
６
）に
お
け
る
裏
山
で
の
耕
地
へ

の
転
換
地
７
町
歩
の
開
発
を
め
ぐ
る

村
々
の
や
り
と
り
、そ
し
て
、享
保
11

年
の
山
株
設
定
の
こ
と
な
ど
で
す
。

し
か
し
、
改
め
て
当
時
の
文
書
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
牛
飼
場

と
し
て
の
山
の
草
場
を
め
ぐ
る
史
料
を

取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

〇
牛
の
飼
育
と
山

牛
は
、
農
耕
に
も
、
荷
物
の
運
搬
に

も
大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
そ
の

牛
を
飼
育
す
る
た
め
村
で
は
本
庄
裏
山

の
中
に「
牛
飼
場
」と
い
っ
て
広
い
草
山

あ
る
い
は
草
場
を
設
定
し
て
い
ま
し
た
。

畑
村
に
残
る
史
料
を
見
る
と
、
延
宝

６
年（
１
６
７
８
）畑
村
の「
御
小
物
成

所
検
地
帳
」に「
柴
山
８
町
６
反
３
畝

10
歩
」と
並
べ
て「
芝
山
１
２
４
町
８

反
３
畝
10
歩
」と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

（
西
畑
町
内
会
管
理
文
書
）。
ち
な
み

に
、
宝
暦
９
年（
１
７
５
９
）４
月
作
成

の
畑
村
本
庄
山
小
物
成
絵
図
で
は
、

こ
の「
芝
山
」が
牛
飼
場
で
あ
る
こ
と

を
窺
わ
せ
る
草
山
の
相
貌
が
描
か
れ

（
西
畑
町
内
会
管
理
文
書
）、宝
暦
12

年
に
は
渋
谷
村
と
の
間
で
草
場
の
利

用
を
認
め
る
代
わ
り
に
田
・
畑
・
屋
敷

地
以
外
に
掛
か
る
６
斗
３
升
余
の
小

物
成
の
納
入
を
約
束
す
る
と
取
り
決

め
て
い
ま
す（
岸
本
晃
家
文
書
）。
さ

ら
に
、
寛
政
12
年（
１
８
０
０
）８
月
に

は
畑
村
内
の
小
字
鳥
塚
ほ
か
３
カ
所

の
草
場
を
東
西
両
畑
村
で
分
割
す
る

取
り
決
め
を
交
わ
し
て
い
ま
す（
西
畑

町
内
会
管
理
文
書
）。
つ
ま
り
、
畑
村

で
は
17
世
紀
半
ば
に
は
牛
飼
場
が
山

の
中
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
利
用
を
め

ぐ
っ
て
近
村
と
の
間
で
約
束
を
交
わ

し
、
や
が
て
村
人
同
士
の
利
用
方
法
も

変
更
し
て
い
く
の
で
す
。

〇
史
料
を
注
意
深
く

　
読
む
こ
と

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
の
表「
市

域
村
々
の
村
明
細
帳
か
ら
み
る
農
業

お
よ
び
村
況
」に
は
、
中
河
原
村（
天
明

７
年
＝
１
７
８
７
、
文
政
10
年
＝
１
８

２
７
）・
木
部
村（
宝
暦
７
年
＝
１
７
５

７
）・
東
山
村（
延
享
元
年
＝
１
７
４

４
、
宝
暦
６
年
＝
１
７
５
６
、
明
和
８

年
＝
１
７
７
１
）と
、
当
時
数
軒
に
１

頭
ぐ
ら
い
の
割
合
で
所
在
し
た
牛
の

数
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
当

然
、
牛
飼
場
は
ど
こ
か
と
気
に
な
る
で

し
ょ
う
。

山
は
村
の
生
産
維
持
に
と
っ
て
い

か
に
重
要
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
め

ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
他
村
と
の
関
係
を

築
き
、
と
き
に
は
紛
争
を
招
い
た
の

か
、
史
料
を
注
意
深
く
読
ん
で
想
像
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
結
果
は「
里
山
」と
し
て
の
姿
を

物
語
る
こ
と
と
も
な
る
で
し
ょ
う
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

江戸時代の村にとって山の意義は？

畑村本庄山小物成絵図（西畑町内会管
理文書）
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〇
太
閤
検
地
と 

　
残
さ
れ
た
記
録

戦
国
時
代
の
末
期
、
豊
臣
氏
が
支

配
し
た
地
域
を
検
地
し
て
い
っ
た
こ
と

は
学
校
で
学
び
ま
す
。

こ
の
太
閤
検
地
は
、
全
国
的
か
つ
統

一
的
な
土
地
の
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
対
象
と
さ
れ
た
地
域
の
石
高

が
確
定
さ
れ
、
大
名
の
統
制
か
ら
村
の

支
配
ま
で
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ
ま
し

た
。
摂
津
国
で
は
文
禄
３
年（
１
５
９

４
）の
秋
、
本
格
的
に
実
施
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す（『
新
修
池
田

市
史
』第
２
巻
）。

た
だ
し
、
現
在
、
池
田
市
域
に
つ
い

て
は
文
禄
の
検
地
帳
自
体
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
後
期
の
文
化

元
年（
１
８
０
４
）東
西
畑
村
庄
屋
奥

左
衛
門
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た「
畑

村
古
検
地
帳
写
」と
、
文
禄
３
年
名
請

人
ご
と
に
土
地
を
ま
と
め
て
記
録
し
た

「
神
田
村
東
田
之
帳
」か
ら
推
測
で
き

る
ぐ
ら
い
で
す
。
ほ
か
に
は
延
宝
７
年

（
１
６
７
９
）の「
池
田
庄
検
地
帳
」に

お
け
る「
古
検
」の
文
字
記
載
が
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

〇
近
世
村
を
生
み
出
す 

　
き
っ
か
け

検
地
は
近
世
村
を
生
み
出
す
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。『
新
修
池
田
市

史
』
第
２
巻
で
は「
太
閤
検
地
で
は
、

田
畑
家
屋
敷
だ
け
で
な
く
山
野
の
把

握
も
行
い
、
そ
こ
か
ら
小
物
成
を
上
納

さ
せ
」（
11
頁
）、
ま
た「
こ
れ
ら
の
数

字
が
、
太
閤
検
地
が
確
定
し
た
畑
村
の

面
積
と
村
高
と
な
る
」と
記
し
て
い
ま

す（
13
頁
）。
つ
ま
り「
村
域
と
村
境
を

明
確
に
し
た
。
こ
れ
を
村
切
り
と
い

い
」（
同
上
）と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り

で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
評
価
は
ち
ょ
っ
と

言
い
過
ぎ
で
す
。
上
記
の
史
料
を
丹

念
に
読
め
ば
、
太
閤
検
地
で
は
山
野
の

検
地
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
村
の

境
界
を
定
め
た
も
の
と
も
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
す
。

〇
戦
国
期
の
村
か
ら 

　
近
世
村
へ

村
そ
の
も
の
の
歴
史
的
成
立
は

は
っ
き
り
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
戦
国
時

代
ま
で
に
は
荘
園
の
中
か
ら
成
長
し
、

共
同
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て

き
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
よ
う
で
す
。

畑
村
に
つ
い
て
も
、
元
は
泰
野
村
と
い

い
、
正
中
２
年（
１
３
２
５
）ご
ろ
に

は
す
で
に
存
在
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す（「
当
村
形
起
帳
」「
氏
神
天
神
宮
定

書
」）。

荘
園
制
の
下
で
成
長
し
て
い
た
村

は
、
ど
う
も
近
世
村
よ
り
も
広
域
的
な

つ
な
が
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え

ば
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
神

田
村
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
戦
国
期
に
は

北
神
田
・
上
畠
・
脇
塚
・
中
之
島
・
川

原
島
・
宮
之
原
・
菅
井
の
７
集
落
が
存

在
し
、相
互
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

太
閤
検
地
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
集

落
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
一
つ

に
ま
と
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
に
書

い
て
お
い
た
よ
う
に
、
神
田
村
で
は
東

と
西
に
分
け
た
帳
面
も
作
っ
て
い
ま

す
。
多
分
、
箕
面
川
と
猪
名
川
と
い

う
水
利
系
統
の
違
い
に
関
わ
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
（『
新
修
池
田
市
史
』第

２
巻
17
、
18
頁
）。

近
世
の
村
共
同
体
は
、
こ
の
よ
う

に
、
実
体
と
し
て
そ
の
関
係
が
複
雑

だ
っ
た
の
で
す
が
、
政
権
に
よ
っ
て
そ

の
区
域
が
認
定
さ
れ
、
そ
こ
に
毎
年
の

年
貢
な
ど
、
諸
役
が
掛
け
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
近
世
村
の
成

立
に
は
太
閤
検
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の

後
少
な
く
と
も
何
十
年
か
の
経
過
が

あ
り
、
そ
の
間
、
一
つ
一
つ
の
集
落
の

意
思
も
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。

〇
近
世
村
の
成
立
に 

　
も
っ
と
注
意
を

近
世
の
村
も
、
水
利
や
治
水
に
関
す

る
規
制
、
山
野
の
利
用
規
制
な
ど
、
共

同
体
と
し
て
の
存
在
を
維
持
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
戦
国
期

の
村
と
は
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
あ

る
い
は
断
絶
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。昭

和
も
平
成
も
過
ぎ
去
り
、
多
く
の

市
民
に
と
っ
て
村
と
い
う
存
在
に
対

す
る
認
識
は
日
々
薄
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
村
は
歴
史
的
に
は
大
変

大
事
な
存
在
で
し
た
。
改
め
て
そ
の

形
成
の
姿
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

近世村の成立

八坂神社（神田４丁目）
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〇
畑
村
の
村
政
記
録

江
戸
時
代
の
村
経
営
は
庄
屋
・
年

寄
な
ど
村
役
人
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
だ
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
し
た
村
役

人
の
日
常
的
な
活
動
は
ど
う
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
目
の
前
に
見
え
る
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
は
、
浮
か
ん
で
こ
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
田
市
畑
地
区
に
は
、
江
戸
時
代

中
期
以
降
に
作
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
村

政
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
田
市
史
編
纂
委
員
会
で
は
そ
れ
ら

の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
選
び
出
し
、

「
畑
村
関
係
資
料
」
と
し
て
平
成
２
年

（
1
9
9
0
年
）に
一
冊
の
史
料
集
を

刊
行
し
て
い
ま
す
。
村
政
の
実
際
を

後
世
に
残
し
、検
討
す
る
た
め
で
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
中
か
ら「
天
保
十
二

年
丑
十
二
月
」と
右
肩
に
表
記
さ
れ
た

「
村
用
書
留
帳
」を
読
ん
で
み
ま
す
。

こ
こ
に
は
天
保
13
年

11
月
ま
で
の
動
き
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
保
12
年
は
西
暦

１
８
４
１
年
、
江
戸

時
代
も
終
わ
り
に
近

い
時
期
で
す
。
現
在

で
は
社
会
的
に
消
え

て
し
ま
っ
た
仕
組
み

も
多
く
、
一
度
読
ん
だ
だ
け
で
は
正
確

に
理
解
し
が
た
い
記
述
も
至
る
所
に

出
て
き
ま
す
。
だ
が
、
調
べ
な
が
ら
少

し
ず
つ
で
も
読
み
解
い
て
行
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

〇
村
方
支
配
米
売
方
で

　
お
叱
り

さ
て
、
天
保
12
年
12
月
６
日
、
麻
田

藩
役
所
か
ら
「
村
方
支
配
米
売
方
」
に

関
し
、
東
西
両
畑
村
の
庄
屋
２
人
が

呼
び
出
さ
れ
て
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。「
村
方
支
配
米
」

と
い
う
の
は
、
村
方
諸
費
用
に
充
て
る

こ
と
の
で
き
る
米
と
い
う
意
味
で
、
そ

の
売
却
に
関
す
る
嫌
疑
で
し
ょ
う
。

２
人
の
庄
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
「
吟
味
中

慎
み
」
を
仰
せ
つ
か
り
、
そ
の
間
の

「
村
用
」（
村
の
仕
事
）は
万
端
そ
れ
ぞ

れ
２
人
の
年
寄
が
代
行
す
る
よ
う
指

示
さ
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と

き
別
の
村
で
あ
る
井
口
堂
村
の
庄
屋

は
手
鎖
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
取

調
べ
を
受
け
た
の
は
両
畑
村
だ
け
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

７
日
に
は
東
西
両
畑
村
の
年
寄
２

人
ず
つ
が
呼
び
出
さ
れ
、
事
情
を
聞
か

れ
て
い
ま
す
。
西
畑
村
の
２
人
の
年
寄

は「
役
人
一
統
相
談
の
上
」と
答
え
、

東
畑
村
の
２
人
の
年
寄
は
「
一
切
承
り

知
ら
ぬ
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
10
日
に

は
処
断
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
４
人
の
年

寄
に
は
「
叱
り
お
く
」、
２
人
の
庄
屋

に
対
し
て
は
「
き
っ
と
叱
り
お
く
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
罰
と
し
て
は
庄
屋
の

方
が
少
し
き
つ
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
叱
り
お
く
」
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

「
村
方
売
り
の
儀
に
付
き
仲
買
よ
り
相

頼
む
に
つ
き
割
米
を
さ
せ
た
の
は
不
届

き
の
至
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど

う
も
お
米
と
お
金
の
運
用
に
関
わ
っ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
詳
細
は
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
。
分
か
る
こ
と
は
、
村
役
人

そ
ろ
っ
て
こ
の
行
為
を
遂
行
し
、
村
側

か
ら
問
題
に
す
る
声
は
あ
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
苦
し
い
財
政
事

情
に
悩
む
領
主
側
の
一
方
的
処
断

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
か
ら

は
、
庄
屋
・
年
寄
へ
の
指
揮
権
は
領
主

側
の
手
の
内
に
あ
っ
た
こ
と
、
村
側
は

そ
れ
に
従
う
以
外
に
な
か
っ
た
事
実
が

見
え
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
村
役
人

の
任
免
も
代
官
の
権
限
で
し
た
。
例

え
ば
、
こ
の
史
料
の
天
保
13
年
10
月
７

日
に
市
郎
兵
衛
と
彦
右
エ
門
が
年
番
庄

屋
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
賄
い
金
勘
定

東
西
両
畑
村
は
、
何
か
に
つ
け
て
共

同
行
動
を
と
っ
た
よ
う
で
す
。
先
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
年
末
に
は
、
そ
の
費
用

清
算
も
含
め
、
村
用
費
の
立
替
払
い
や

村
方
へ
の
白
米
５
合
ず
つ
の
配
分
、
山

年
貢
の
計
算
、
年
貢
皆
済
の
作
業（
24

日
に
は
津
出
し
と
呼
ぶ
幕
府
蔵
お
よ
び

藩
の
蔵
へ
の
納
入
作
業
）な
ど
、な
に
か

と
忙
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
庄

屋
・
年
寄
は
毎
日
数
人
ず
つ
会
合
し
て

帳
面
と
顔
を
突
き
合
わ
せ
、
お
金
の
勘

定
を
し
、村
で
貸
し
付
け
た
金
銀
の
回

収
・
利
殖
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

天
保
期
と
も
な
れ
ば
貨
幣
の
存
在

は
村
で
も
さ
ら
に
大
き
く
な
り
、
そ
の

運
用
知
識
が
な
く
て
は
村
役
人
の
職

務
を
こ
な
せ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で

す
。
そ
れ
は
村
の
中
か
ら
沸
き
起
こ
る

動
き
で
あ
り
、
と
き
に
領
主
の
意
図
と

齟そ

齬ご

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
村
役

人
の
毎
日
の
行
動
記
録
の
研
究
が
大

事
に
な
っ
て
く
る
所ゆ

え
ん以

で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

天保12年末の庄屋・年寄

「村用書留帳」（池田市立歴史民俗資料館蔵）
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〇
き
ら
星
の
ご
と
き
文
人
群

江
戸
時
代
池
田
の
特
徴
は
何
か
と

問
わ
れ
た
ら
、
書
画
に
せ
よ
、
俳
諧
に

せ
よ
、
漢
詩
文
に
せ
よ
、
全
国
に
名
の

通
っ
た
文
人
が
池
田
に
住
ま
い
、
大
き

な
業
績
を
上
げ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
に

躊
躇
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ち
ょ
っ
と
名
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
牡ぼ

丹た
ん

花か

肖し
ょ
う

柏は
く

。
室
町
時
代

の
人
な
が
ら
、
池
田
の
連
歌
文
化
を
支

え
、
近
世
に
お
い
て
は
池
田
の
町
で
文

人
と
し
て
活
動
す
る
人
び
と
の
精
神

的
支
柱
と
な
り
ま
し
た
。
大
広
寺
に

立
つ「
牡
丹
花
隠
君
遺
愛
碑
」は
近
世

池
田
に
お
け
る
漢
詩
文
化
の
柱
だ
っ

た
田た

中な
か

桐と
う

江こ
う

の
撰せ

ん

文ぶ
ん

で
す
。
近
世
池

田
の
文
運
は
中
世
室
町
期
以
来
の
長

い
伝
統
と
し
て
、
近
世
池
田
の
文
人
の

誇
り
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

平ひ
ら

間ま

長な
が

雅ま
さ

。
京
の
白
川
に
住
み
一

般
庶
民
へ
の
和
歌
普
及
に
努
め
、
観
音

信
仰
の
念
を
深
め
ま
し
た
。
医
者

で
俳
人
・
津
田
道
意
の
招
き
で
池

田
に
来
て
以
来
、
久
安
寺
を
拠
点

に
多
く
の
門
人
を
育
て
ま
し
た
。

田
中
桐
江
。
出
羽
庄
内
の
生

ま
れ
。
江
戸
で
荻お

生ぎ
ゅ
う

徂そ

徠ら
い

と
親

交
を
結
び
、
柳
沢
吉
保
に
侍
講

し
ま
し
た
が
、
事
件
を
起
こ
し
、

池
田
に
来
ま
す
。
近
在
の
好
学

の
士
が
朱
子
学
と
詩
文
の
教
え
を
乞

い
、
や
が
て
呉
江
社
を
結
成
、
会
員
の

詩
文
を
掲
載
す
る『
呉
江
水
韻
』を
発

行
し
続
け
る
な
ど
、
池
田
の
み
な
ら

ず
、
京
·
大
坂
･
尼
崎
な
ど
周
辺
地
域

に「
池
田
学
派
」の
名
を
高
め
ま
し
た
。

荒あ
ら

木き

蘭ら
ん

皐こ
う

。
大
坂
生
ま
れ
。
池
田

の
酒
造
家
鍵
屋
、
荒
木
適
翁
の
養
子

と
な
り
ま
す
。
富
永
仲
基
は
実
兄
。

鶏
肋
集
全
８
巻
ほ
か
が
あ
り
ま
す
。

松
村
月げ

っ

渓け
い（

呉
春
）。
師
の
与
謝
蕪ぶ

村そ
ん

は
月
渓
が
妻
と
父
を
亡
く
し
て
悲

し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
俳
人
と
し
て

名
を
上
げ
て
い
た
川
田
田で

ん

福ぷ
く

の
池
田
の

出
店
に
行
か
せ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
心

機
一
転
の
意
を
込
め
て
呉
春
と
称
し
、

絵
師
と
し
て
四
条
派
を
起
こ
し
ま
す
。

山
川
星せ

い

府ふ

。
通
称
山
川
庄
左
衛
門
。

田
福
・
月
渓
を
介
し
て
蕪
村
晩
年
の

弟
子
と
な
り
ま
す
。
け
ま
り
・
謡
曲
・

書
画
・
骨
董
・
茶
の
湯
・
生
花
な
ど
に

長
じ
ま
し
た
。

廣ひ
ろ

瀬せ

旭ぎ
ょ
く

荘そ
う

。
豊
後
国
日
田
に
生
ま

れ
、
主
と
し
て
大
坂
で
活
躍
。
詩
作
に

優
れ
、
全
国
の
士
と
交
わ
り
ま
し
た
。

『
日
間
瑣
事
備
忘
』は
日
記
。
死
の
75

日
前
に
池
田
の
門
人
か
ら
勧
め
ら
れ

池
田
に
来
ま
し
た
が
、
こ
こ
が
終
焉え

ん

の

地
と
な
り
ま
す
。

以
上
、
７
人
ほ
ど
の
名
を
挙
げ
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
全
て
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
多
く
の
文
人
・
学
者
な
ど

が
池
田
を
舞
台
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
事

を
繰
り
広
げ
て
い
ま
す
。『
新
修
池
田

市
史
』第
２
巻
に
は
時
期
を
区
分
し
つ

つ
詳
し
く
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇『
池
田
人
物
誌
』上
下

大
正
12
年（
１
９
２
３
）池
田
の
太

陽
日
報
社
か
ら
発
行
の『
池
田
人
物

誌
』上
下
は
、
吉
田
鋭は

や

雄お

・
稲い

な

束つ
か

猛た
け
しの

共
著
で
す
。
２
巻
合
わ
せ
て
９
０
０

ペ
ー
ジ
。
吉
田
は
朝
日
新
聞
社
勤
務

だ
っ
た
の
を
、
体
調
を
崩
し
て
退
社

し
、
田
中
桐
江
の
研
究
を
進
め
ま
し

た
。
稲
束
は
池
田
出
身
で
京
都
大
学

に
進
み
日
本
史
を
学
ん
だ
若
い
学
究

の
徒
で
し
た
。
同
書
は
、
よ
く
原
本
に

あ
た
っ
た
も
の
で
、
現
在
で
も
池
田
文

人
史
研
究
の
最
高
水
準
、
古
典
と
言
っ

て
も
い
い
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

問
題
は
、
こ
の
本
の
境
地
を
ど
う
超

え
て
い
く
か
で
す
。
こ
こ
で
は
、
池
田

文
人
た
ち
の
活
動
し
た
場
と
、
周
囲
に

い
て
支
え
た
人
々
に
注
目
す
る
こ
と
か

ら
考
え
て
み
る
こ
と
を
提
案
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

〇
近
世
池
田
文
人
の
活
動
を  

　

　
支
え
た
近
郷
農
村

そ
も
そ
も
近
世
池
田
の
文
人
に
つ
い

て
は
、も
っ
ぱ
ら
当
の
人
物
の
優
れ
た

ゆ
え
ん
の
調
査
に
集
中
し
、そ
れ
を
支

え
た
地
域
と
の
関
係
は
、二
の
次
、三
の

次
に
置
か
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

一
つ
実
例
を
指
摘
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
池
田
人
物
誌
』で
田
中
桐
江
の
弟

子
た
ち
を
見
て
い
く
と
、
渡
辺
掬
雲
・

柳
月
親
子
の
存
在
に
気
が
つ
き
ま
す
。

代
々
川
辺
郡
小
戸
庄
に
住
ん
で
醤
油

醸
造
を
業
と
し
た
豪
商
で
あ
る
と
あ
り

ま
す
。
う
れ
し
い
記
述
で
す
。

田
中
桐
江
は
町
場
と
し
て
の
池
田

の
人
士
に
支
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な

く
、
近
郷
農
村（
小
戸
庄
は
現
川
西

市
）に
も
弟
子
す
な
わ
ち
支
援
者
の
輪

を
広
げ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま

す
。
池
田
の
文
事
を
支
え
て
い
た
存

在
と
し
て
、
近
郷
農
村
も
浮
き
あ
が
っ

て
く
る
こ
と
は
大
事
な
視
点
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

近世池田の文人を考える視点

田中桐江画像(伊居太神社所蔵)
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〇
人
は
病
気
に
悩
ま
さ
れ
る

人
間
は
、
時
代
が
進
化
し
、
知
識
が

豊
か
に
な
っ
て
も
、
病
の
悩
み
か
ら
は

自
由
に
な
れ
な
い
よ
う
で
す
。
池
田
に

つ
い
て
記
録
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
し
ょ

う
。寿

命
寺
の
縁
起
絵
で
は
、
天
平
年

間（
7
2
9
～
7
4
9
）に
疫
病（
伝
染

病
）が
全
国
的
に
は
や
り
、
行
基
が
呉

庭
の
神
願
寺
薬
師
仏
に
祈
り
ま
し
た
。

す
る
と
、
７
日
後
に
疫
病
は
去
っ
た
と

い
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
承
で

あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
か
ど
う
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
縁
起
絵
が
描
か

れ
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
、
池
田
の

人
々
は
、
古
代
の
人
々
も
疫
病
に
は
悩

ま
さ
れ
て
い
た
と
の
歴
史
認
識
を
持
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
え
ば
、
旧
村
落
へ
の
出
入
り

口
に
地
蔵
や
青
面
金
剛
の
碑
が
建
っ

て
い
る
の
も
し
ば
し
ば
見
掛
け
ま
す
。

こ
れ
は
、
疫
病
な
ど
集
落
へ
の
災
厄
を

も
た
ら
す
目
に
見
え
な
い
侵
入
者
を

恐
れ
、
阻
止
し
よ
う
と
す
る
当
時
の

人
々
の
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
元
禄
10
年（
１
６
９

７
）、
人
口
５
千
人
の
池
田
の
町
に
医

師
は
す
で
に
15
人
い
ま
し
た（『
新
修

池
田
市
史
』第
２
巻
2
4
2
ペ
ー
ジ
。

表
34
）。
多
く
の
医
師
た
ち
は
、
病
気

や
疫
病
に
ど
う
対
峙
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。

〇『
伊
居
太
神
社
日
記
』の

　
記
述

『
伊
居
太
神
社
日
記
』に
は
江
戸
時

代
の
池
田
の
町
の
人
々
の
暮
ら
し
や

考
え
を
知
る
上
で
本
当
に
貴
重
な
材

料
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
病
気
の
記
述

も
実
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。一
例

と
し
て
、
幕
末
の
嘉
永
２
年（
１
８
４

９
）の
記
述
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
１
年
間
で
病
気
に
つ
い
て
は

20
件
の
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
罹り

病

者
は
10
人
で
す
。
こ
の
10
人
の
う
ち

成
人
と
推
測
で
き
る
の
が
２
人
、
幼
児

と
思
わ
れ
る
の
が
８
人
。
こ
の
８
人
の

幼
児
の
う
ち
５
人
が
疱ほ
う
瘡そ
う
に
か
か
り
、

死
亡
は
２
人
、
回
復
は
１
人
、
結
果
の

記
載
な
し
が
２
人
で
す
。
残
る
３

人
も
明
記
は
な
い
の
で
す
が
疱
瘡

の
罹り

患か
ん

を
推
測
で
き
ま
す
。
こ
の

３
人
に
つ
い
て
は
死
亡
が
２
人
、

結
果
の
記
載
な
し
が
１
人
と
な
っ

て
い
ま
す
。

疱
瘡
と
い
う
の
は
天
然
痘
の
こ

と
。
恐
ろ
し
い
病
気
で
し
た
。
緒

方
洪
庵
が
京
都
に
伝
わ
っ
て
い
た

分
苗
を
入
手
し
、
大
坂
で
除
痘
館

を
開
い
た
の
は
嘉
永
２
年
の
こ
と
。

予
防
の
決
め
手
と
な
る
牛
痘
実
施
に

向
け
て
奮
闘
し
始
め
た
こ
ろ
で
す
。

こ
の
年
、
池
田
で
も
疱
瘡
が
流
行

し
、
幼
児
を
中
心
に
死
亡
者
が
出
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
も
っ
と
も
、

『
伊
居
太
神
社
日
記
』の
記
載
は
、
あ

く
ま
で
宮
司
が
関
わ
っ
た
範
囲
に
止

ま
っ
て
お
り
、
池
田
全
体
の
像
は
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
こ
の

年
の
天
然
痘
流
行
を
推
測
し
て
も
間

違
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

〇
医
者
に
掛
か
る
と
い
う
こ
と　

池
田
に
住
む
人
々
の
子
ど
も
が
病

気
に
罹か
か

る
と
、
知
り
合
い
で
あ
る
宮
司

は
饅ま
ん

頭じ
ゅ
うや

し
ん
こ
な
ど
、
お
見
舞
い
の

品
を
贈
り
ま
し
た
。
ま
た
、
病
死
し
た

と
き
に
は
、
葬
式
に
麩
な
ど
を
贈
り
ま

し
た
。
付
き
合
い
で
も
あ
る
し
、
親
の

悲
し
み
を
慰
め
る
行
為
で
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

こ
の
年
の
疱
瘡
に
は
、
宮
司
の
子
ら

し
き
人
物（
お
そ
ら
く
幼
児
）も
罹
っ

て
い
ま
す
。
宮
司
は
、
そ
の
病
状
に
対

応
し
、
や
っ
た
こ
と
を
そ
の
都
度
記
し

て
い
ま
す
。

そ
の
記
録
は
、
閏う
る
う４

月
29
日
の
発
病

か
ら
始
ま
り
、
５
月
５
日
の
赤
飯
配

り
、
５
月
８
日
の
神
送
り
、
11
月
10
日

の
再
発
熱
、
11
月
11
日
の
医
師
・
永
井

の
診
察
、
11
月
27
日
の
全
快
、
赤
飯
配

り
と
い
っ
た
よ
う
に
８
回
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
11
月
11
日
に
は
、
永
井
だ
け

で
な
く
別
の
医
者
に
も
診
察
を
頼
ん

で
い
ま
す
。
右
の
う
ち
に
は
、
治
療
で

は
な
く
、
ま
じ
な
い
と
し
か
言
え
な
い

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
子
を
思
う
親
は

何
で
も
し
た
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
町
全
体
で
は
子
が
発
病

し
て
も
医
師
を
呼
べ
な
か
っ
た
親
も
い

た
こ
と
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
池
田
で
は
こ
の
翌
年
嘉
永

３
年
１
月
に
医
師
・
高
橋
由
珊
と
高

橋
由
吉
の
両
名
が
除
痘
館
の
分
苗
所

を
結
社
し
、
牛
痘
普
及
を
め
ざ
し
て
い

ま
す
（『
新
修
池
田
市
史
』
第
３
巻

2
5
8
ペ
ー
ジ
）。
彼
ら
は
ど
ん
な
苦

心
を
重
ね
た
の
で
し
ょ
う
か
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　

　
☎
７
５
４
・
６
６
７
４

幕末池田の疫病対策

緒方洪庵肖像(大阪大学適塾記念センター所蔵)
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〇
南
新
町
の
戸
籍
帳

明
治
政
府
は
、
家
族
の
う
ち
で
家
を

統
御
す
る
者
を
国
家
統
治
の
最
小
単

位
に
位
置
付
け
ま
し
た
。
彼
ら
は
戸

主
と
規
定
さ
れ
、
法
律
上
さ
ま
ざ
ま
な

権
限
が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

戸
主
は
ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
し
た
。

女
性
は
男
性
の
下
に
い
る
べ
し
と
い
う

の
が
基
本
的
な
道
徳
律
に
ま
で
な
っ

て
い
く
の
で
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

後
期
や
明
治
29
年（
１
８
９
６
）に
民

法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

池
田
の
町
の
ひ
と
つ
で
あ
る
南
新
町

（
現
新
町
の
一
部
）に
は
、
明
治
５
年

（
１
８
７
２
）制
定
の
戸
籍
法
に
基
づ
く

戸
籍
と
は
別
に
、
明
治
６
年
・
９
年
・

11
年
そ
し
て
17
年
に
お
い
て
、
町
独
自

の
戸
籍
帳
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
戸
籍
帳
で
は
、
各
戸
は
大
き
く

地
主
と
借
家
人
に
区
別
さ
れ
て
表
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
各
戸
別
に
家
々

の
間
口
と
奥
行
、
戸
主
か
ら
見
た
家
族

の
関
係
と
名
前
、
年
齢
お
よ
び
職
業
、

ま
た
一
戸
構
成
の
由
来
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
南
新
町

と
い
う
町
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
ど

う
変
化
し
、
流
動
し
て
い
く
の
か
が
分

か
り
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
戸
籍
帳
か

ら
見
え
て
く
る
女
性
戸
主
に
つ
い
て
、

そ
の
実
態
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

〇「
地
主
」の
中
の
女
性
戸
主

明
治
６
年（
１
８
７
３
）と
い
え
ば
、

幕
政
崩
壊
後
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
の
日
も

経
た
な
い
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
慣
習

も
生
き
て
い
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
年
、
南
新
町
に
は
土
地
も
、

屋
敷
地
も
、
な
お
か
つ
借
家
も
持
っ
て

い
た「
地
主
」が
19
戸
あ
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
そ
れ
ら
を
持
っ
て
い
な
い

「
借
家
」は
79
戸
で
し
た
。「
地
主
」と

は
町
の
資
産
家
・
有
力
者
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
う
ち
２
戸
は
女
性

が
戸
主
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

ひ
と
り
は
中
西
せ
い
。
維
新
以
後

最
初
に
猪
名
川
通
船
を
池
田
に
ま
で

延
ば
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
戸
籍
帳
で
の
職
業
は
運
送
問
屋
。

嘉
永
４
年（
１
８
５
１
）夫
の
死
後
家

を
継
ぎ
、
明
治
６
年
に
は
49
歳
で
し

た
。
彼
女
の
家
に
は
20
代
の
息
子
夫

婦
も
同
居
し
て
い
ま
す
。

女
性
戸
主
の
う
ち
も
う
ひ
と
り
は
小

林
岸
。
60
歳
を
超
え
る
父
親
と
30
代

の
弟
ひ
と
り
を
抱
え
て
湯
屋
を
経
営

し
て
い
ま
す
。
彼
女
の
名
前
と
家
は

明
治
17
年
の
戸
籍
帳
に
も
出
て
き
ま

す
。
こ
の
ふ
た
り
は
、
い
ず
れ
も
地
主

と
し
て
他
の
力
あ
る
商
人
ら
と
並
ん
で

い
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
明
治
９
年
以
降
の
戸
籍
帳

を
見
る
と
、
地
主
だ
っ
た
炭
屋
の
う
ち

１
軒
お
よ
び
呉
服
屋
１
軒
で
そ
れ
ぞ
れ

妻
が
跡
を
継
い
で
い
ま
す
。
女
性
が

大
き
な
店
の
戸
主
に
な
っ
て
も
異
様

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

〇「
借
家
」に
住
ま
う 

　
女
性
戸
主

　

で
は
、
借
家
住
ま
い
の
女
性
戸
主
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
賃
糸
引
き

10
戸
、
古
手
屋
４
戸
と
続
き
、
あ
ん

ま
・
砂
糖
紙
・
鮨
屋
・
樽
屋
・
傘
・
菓

子
屋
・
出
稼
ぎ
が
各
１
戸
、
職
業
不
記

載
の
２
戸
と
合
わ
せ
る
と
合
計
23
戸

で
、
全
借
家
79
戸
の
う
ち
、
29
・
１
％

を
占
め
て
い
ま
し
た
。

最
も
数
の
多
か
っ
た
賃
糸
引
き
10

人
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
年
齢
は
全

て
40
歳
以
上
、
中
に
は
68
歳
と
い
う
人

も
い
ま
す
。
彼
女
ら
は
、
古
く
て
弘
化

２
年
、
多
く
は
明
治
４
～
５
年
の
こ
ろ

夫
に
死
別
し
て（
た
だ
し
例
外
１
人
あ

り
）、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
他
か
ら

移
住
し
て
南
新
町
に
居
住
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

賃
糸
引
き
の
う
ち
４
人
は
家
族
が
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
残
り
６
人
の
う
ち

に
は
、
年
下
の
夫
と
暮
ら
す
者
、
20
歳

代
の
娘
や
息
子
と
同
居
し
、
あ
る
い
は

８
歳
の
娘
を
抱
え
た
者
も
い
ま
し
た
。

住
居
は
、
間
口
２
間
か
ら
２
間
半
、
奥

行
２
間
と
い
う
の
が
標
準
で
し
た
。
彼

女
ら
は
、
自
分
も
含
め
、
家
族
が
い
れ

ば
な
ん
と
し
て
も
そ
の
暮
ら
し
を
守
っ

て
い
き
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
明
治
９
年
の
戸
籍
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
た
の
は
２
戸
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し

た
。別
の
、し
か
し
同
じ
よ
う
な
境
遇
の

女
性
が
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

近
世
末
～
明
治
前
期
の
池
田
は
、

こ
の
よ
う
に
生
活
基
盤
の
弱
い
借
家

人
層
が
多
数
存
在
す
る
と
い
う
社
会

条
件
下
に
女
性
労
働
者
も
多
数
住
ん

で
い
た
町
だ
っ
た
の
で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課　

　
☎
７
５
４
・
６
６
７
４

江戸後期〜明治初頭  池田の町に住んだ女性戸主

南新町戸籍帳（歴史民俗資料館所蔵）
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〇
町
の「
地
主
」と「
借
家
人
」

池
田
の
町
の
ひ
と
つ
南
新
町（
現
新

町
の
一
部
）で
は
、
明
治
６
年
か
ら
17

年
ま
で
に
４
冊
の
戸
籍
帳
を
編
製
し

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
分
か
る
と
、
前
回
記
し
ま
し
た
。

明
治
６
年
の
戸
籍
帳
で
は
、南
新
町

全
体
で
98
戸
、そ
の
う
ち
、自
分
の
住

居
を
所
持
す
る「
地
主
」が
19
戸
、「
借

家
」に
住
む
者
が
79
戸
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
戸
籍
帳
か
ら
は

両
者
間
に
広
が
る
大
き
な
階
層
差
も

見
え
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、住
居
の
総
面
積
を
合
計

す
る
と
、地
主
は
５
９
４・
１
坪
で
45
・

６
％
、借
家
住
ま
い
は
７
０
８・95
坪
で

54・
４
％
と
な
り
ま
す
。こ
れ
を
１
戸
当

た
り
の
平
均
に
す
る
と
、前
者
が
31・27

坪
に
対
し
、後
者
は
８・97
坪
と
な
り
ま

す
。
外
見
上
も
、前
者
の
標
準
は
間
口

４
～
５
間
に
奥
行
５
～
10
間
以
上
、後

者
の
そ
れ
は
間
口
２
～
２・
５
間
に
奥

行
２
～
２・５
間
と
歴
然
で
す
。（
１
坪

＝
約
３・
３
㎡
、１
間
＝
約
１・
８
ｍ
）

も
ち
ろ
ん
、借
家
の
中
に
は
47
坪
を

超
え
る
広
さ
を
持
ち
、地
主
と
遜
色
な

い
人
も
あ
り
ま
し
た
が
、そ
れ
は
や
が

て
地
主
に
向
上
し
て
い
く
ス
テ
ッ
プ
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
。

さ
ら
に
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、地

主
と
位
置
付
け
ら
れ
る
家
は
田
や
畑

あ
る
い
は
屋
敷
地
な
ど
の
情
報
が
記

さ
れ
、年
貢
を
負
担
す
る
百
姓
身
分
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
一
方
、
借

家
住
ま
い
の
者
は
、ご
く
一
部
の
例
外

を
除
き
、そ
れ
ら
を
持
っ
て
お
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、身
分
上
は
一
段

下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
な

か
で
も
、地
主
の
中
の
４
戸
で
す
が
、

全
部
で
81
戸
の
借
家
を
有
し
、借
家
人

を
統
制
す
る
力
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
ま
す
。
同
じ
住
民
と
い
っ

て
も
、大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
の
で
す
。

〇
大
事
な
課
題
は
家
の
存
続

南
新
町
の
戸
籍
帳
に
は
、地
主
・
借

家
を
問
わ
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
当
主

に
つ
い
て
、そ
の
地
位
に
就
い
た
事

情
、ま
た
こ
の
町
に
住
み
、あ
る
い
は

消
え
て
い
っ
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
家
の
存
続
は
い
ず
れ
の
階
層
を
問

わ
ず
、一
大
事
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

一
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
明
治
６

年
、間
口
２
間
に
奥
行
２
･
５
間
の
借

家
に
50
歳
に
な
る
畳
屋
職
の
男
性
が

１
人
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
は
、明

治
５
年
に
大
坂
曽
根
崎
村
か
ら
当
地

に
引
っ
越
し
て
き
た
ば
か
り
で
し
た

が
、明
治
７
年
、再
び
元
の
地
に
戻
っ

て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、明
治
２
年

に
は
当
時
９
歳
だ
っ
た
一
人
息
子
を

大
坂
松
屋
町
に
奉
公
に
出
し
て
い
ま

し
た
。
明
治
７
年
は
、こ
の
子
が
14
歳

に
な
る
年
で
す
。

細
か
い
事
情
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

大
坂
へ
の
再
移
住
は
、こ
の
息
子
に
自

分
の
跡
を
と
ら
せ
、そ
れ
が
で
き
た
と

き
に
は
子
ど
も
の
世
話
に
な
り
、引
退

し
よ
う
と
考
え
た
結
果
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
他
の
可
能
性
も
考
え
る
べ

き
で
す
が
、老
後
に
対
す
る
社
会
的
な

保
障
が
一
切
な
か
っ
た
時
代
、息
子
へ

の
期
待
は
今
考
え
る
以
上
に
大
き

か
っ
た
事
情
を
ま
ず
は
考
慮
す
べ
き
で

し
ょ
う
。

〇
当
主
が
亡
く
な
っ
た
と
き
　

当
主
の
喪
失
は
家
の
存
亡
が
問
わ

れ
る
と
き
で
し
た
。

地
主
で
あ
っ
た
家
の
当

主
が
死
去
し
た
跡
に
つ
い

て
は
、男
性
実
子
の
相
続
が

10
戸
、妻
の
相
続
が
１
戸
、

養
子
相
続
が
７
戸（
う
ち
１

戸
は
女
性
）で
し
た
。
妻
が

跡
を
継
ぐ
、あ
る
い
は
養
子

と
し
て
女
性
が
入
家
し
、跡

を
継
ぐ
と
い
う
の
は
、家
族

や
親
戚
に
成
人
の
男
性
が

見
当
た
ら
な
か
っ
た
場
合
で
し
た
。

借
家
に
住
ん
で
い
た
人
の
場
合
、父

の
死
去
後
成
人
男
子
の
実
子
が
跡
を

継
い
だ
の
が
22
戸
、妻
が
跡
を
継
い
だ

の
が
14
戸
、養
子
相
続
が
20
戸（
う
ち

１
人
は
女
性
）、夫
と
離
別
し
て
い
た

女
性
が
１
戸
で
し
た
。
夫
死
去
後
妻
の

相
続
が
地
主
よ
り
多
い
と
こ
ろ
に
特

徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

借
家
に
住
む
人
、特
に
女
性
は
、経

済
的
に
苦
し
む
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
借
家
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、他
町
や
池
田
以
外
の
村
へ
の
引
っ

越
し
な
ど
、や
が
て
戸
籍
帳
か
ら
消
え

て
い
く
こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
家
族
は
そ
の
と
き
ど

う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、今
は
分
か
ら
な

い
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課　

　
☎
７
５
４
・
６
６
７
４

幕末〜明治初期  町の構造と家の維持
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