
〔
論

説
〕

歴

史

地

理

学

か

ら

み

た

寺

内

町

の

性

格

ー

八

尾

の

三

つ

の

寺

内

町

を

比

較

し

て

|

金

井

年

一
、
研
究
目
的
お
よ
び
三
寺
内
町
の
概
略

大
阪
府
下
の
諸
都
市
の
中

K
は
寺
内
町
を
核
と
し
て
発
展
し
た
も
の
が
か
左

り
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
大
な
り
小
左
り
近
代

以
前
の
形
状
を
現
在

K
伝
え
る
も
の
が
多
く
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
は
現
景
観
の
中

(
1
)
 

に
寺
内
町
の
か
つ
て
の
性
格
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
本
稿
は
八
尾
市
の
、
歴

(
2
)
 

史
的
核
」
で
あ
る
久
宝
寺
・
萱
振
・
八
尾
の
三
つ
の
寺
内
町
を
取
り
あ
げ
、

都
市
プ
ラ
ン
や
住
民
構
成
左
ど
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。念

な
こ
の
う
ち
八
尾
、
久
宝
寺
に
つ
い
て
は
既
に
郷
土
史
家
、
沢
井
浩
三
氏

(
3
)
 

の
研
究
が
あ
り
、
そ
れ

K
よ
っ
て
両
寺
内
町
の
成
立
か
ら
近
世
に
な
け
る
展

開
ま
で
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ζ

で
ま
ず
同
氏
の
論
文
む
よ
ぴ
『
八

尾
市
史
』
等
を
参
考
に
し
て
こ
れ
ら
の
寺
内
町
の
概
略
を
記
し
て
み
る
こ
と
に

し
た
い
。

文
明
二
年
(
一
四
七

O
)、
河
内
に
布
教
し
た
蓮
如
上
人
は
「
帰
者
如
市
」
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
信
者
を
獲
得
し
、
ま
た
土
豪
白
田
山
氏
と
も
結
ん
で
久
宝

寺
寺
内
町
を
建
設
し
た
。
萱
援
に
つ
い
て
も
、
信
徒
の
強
い
要
請
に
よ
ヲ
て
町

(
4
)
0
 

が
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
他
方
八
尾
は
江
戸
時
代
に
入
つ
て
の
ち
、

本
願
寺
の
分
派
の
際

K
西
本
願
寺
方
に
つ
い
た
久
宝
寺
御
坊

K
対
し
て
慶
長
十

一

年

二

六

O
六
)
、
東
本
願
寺
を
支
持
す
る
森
本
七
郎
兵
衛
ら
十
七
人
を
主

導
者
と
す
る
一
部
住
民
が
町
の
束
、
大
和
川
(
つ
け
か
え
前
の
)
を
挟
ん
で
反

対
側
の
地
を
新
し
く
開
拓
し
て
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
の
よ
う
に
久
宝
寺
、

萱
振
と
八
尾
に
は
一
四

O
年
ほ
ど
の
建
設
時
期
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
間
に
寺

内
町
と
い
う
も
の
の
性
格
も
変
化
し
て
い
た
。
即
ち
前
二
者
が
典
型
的
な
環
濠

(
5
)、

¥

城
選
都
市
で
あ
る
の
に
対
し
ア
尾
は
当
初
か
ら
在
郷
町
と
じ
て
の
性
格
を

有
し
て
な
り
、
防
御
的
意
味
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
変
遷
過
程

K
な
い
て
も
こ
の
三
つ
は
相
違
が
み
ら
れ
る
。
久
宝
寺
、

萱
振
は
都
市
と
し
て
の
発
展
を
充
分
に
み
4

低
か
っ
た
の

K
対
し
、
八
尾
は
こ
の

地
域
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
す
る
に
至
ヲ
た
。
久
宝
寺
の
場
合
、
江
戸
初

t
中

期
頃
ま
で
は
商
業
町
と
し
て
栄
え
て
い
た
が
、
大
和
川
つ
け
か
え
後
は
流
水
の

減
少
に
よ
っ
て
舟
還
に
支
障
を
き
た
し
、
そ
の
た
め
に
町
は
衰
微
し
て
代
っ
て

-1-

八
尾
が
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
左
町
の
性
格
の
相
違
を
先
述
の
よ
う
な
観
点

K
よ
っ
て
明
ら
か

に
す
る
の
が
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
し
て
叙
述
の
順
序
と
し
て

は
ま
ず
、
寺
内
町
の
外
部
形
態
を
大
ま
か

K
把
握
し
、
次
に
内
部
構
造
を
ミ
ク
ロ

K
考
察
す
る
ζ

と
と
す
る
。
左
よ
な
町
の
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
ふ
れ
て
な
く
と
、

久
宝
寺
と
八
尾
は
ほ
ぼ
四
町
四
方
、
萱
振
は
南
北
約
四
町
、
東
西
約
三
町
で
三

っ
と
も
、
ほ
ほ
同
じ
大
き
ざ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
口
そ
の
他
に
つ
い
て
も

同
じ
レ
ヴ
ェ
ル

K
あ
る
も
の
と
し
て
比
較
す
る
こ
ん
一
が
で
き
る
。

二
、
寺
内
町
の
立
地
条
件
と
条
皇
制

町
の
立
地
の
白
然
条
件
と
し
て
は
三
つ
の
寺
内
町
が
い
ず
れ
も
自
然
堤
防
上
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(
土
地
条
件
図
を
参
照
さ
れ
た
い
)
、

の
徴
古
同
地
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が

試
行
錯
誤
の
上
で
念
く
、
当
初
か
ら
意
図
的
に
そ
の
地
を
選
定
し
た
こ
と
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
真
宗
教
団
は
土
木
技
術
に
つ
い
て
か
な
り
の
知
識
が

(
6
)
0
 

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
低
湿
地
の
開
発
左
ど
も
行
左
っ
て
い
る

c

さ
て
寺
内
町
は
計
画
都
市
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
れ
ば
計
画
の
基
準
と

な
っ
た
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
久
宝
寺
寺
内
町
の
形
態
が
条
里
制
の
影
響

(
7
V
 

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
既

K
指
摘
さ
れ
て
な
り
ま
た
こ
の
地
域
の
条
里
の

(8)
、

復
原
函
も
い
く
つ
か
あ
る
ず
縮
尺
が
小
さ
す
ぎ
て
ミ
ク
ロ
な
考
察
は
不
可

能
で
あ
る
。
そ
こ
で
久
宝
寺
に
つ
い
て
二
千
五
百
分
の
一
の
地
形
図
を
も
と
に

条
里
の
方
眼
を
か
け
て
み
た
。
図
ー
に
よ
る
と
町
の
四
周
が
ほ
ぼ
条
塁
の
線
上
一

K

の
っ
て
く
る
。
さ
ら

K
町
の
北
面
と
南
面
を
み
れ
ば
わ
か
る
と
な
り
、
こ
れ
は

内
堀
の
線
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
道
路
は
町
中
に
ひ
き
ζ

ん
だ
際
、
入
口
の
所

で
T
字
型
に
屈
折
さ
せ
る
た
め
、
内
部
の
町
割
は
条
里
の
線
と
は
別
の
基
準
で

行
左
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
町
の
建
設
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
、
①
条
里
の
線
に

沿
っ
て
町
の
四
面
を
決
定
す
る
。
②
し
か
る
の
ち
内
部
の
町
割
な
よ
び
外
堀
の

建
設
を
行
左
う
、
と
い
う
こ
と
に
左
ろ
う
。

萱
振
、
八
尾
に
つ
い
て
は
久
宝
寺
ほ
ど
、
条
里
と
の
関
係
が
判
然
と
し
な
い
。

萱
振
は
町
の
東
側

K
残
存
形
態
が
み
ら
れ
る
と
と
く
、
も
と
も
と
は
久
宝
寺
と

同
じ
よ
う
に
二
重
の
堀
で
固
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
町
の
北
側
と
南
側
の

堀
は
そ
れ
ぞ
れ
条
里
の
線
よ
り
二
分
の
一
町
ほ
ど
内
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
内
堀
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
外
堀
は
条
里
の
線
あ
た
り
を
通
っ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
左
い
。

八
尾
付
近
(
図

2
)
は
市
街
地
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
条
里
の
復
原
自
体

も
困
難
で
あ
る
o
町
の
東
側
に
み
ら
れ
る
条
伺

Z
遺
構
の
札

9
rそ
の
ま
ま
西

に
拡
張
し
て
み
た
が
、
と
れ
と
は
ズ
レ
が
み
ら
れ
る
。

三
、
町
の
内
部
構
造

(
1
)

町

割

次
に
町
の
内
部
の
プ
ラ
ン
を
み
て
い
く
と
と
に
す
る
o
地
籍
図
(
図
3

・4
v
を
み
る

と
萱
振
の
場
合
は
む
し
ろ
農
村
的
左
印
象
を
受
け
る
が
、
久
宝
寺
、
八
尾
は
町
屋
的

(
0
)
 

な
形
態
を
示
し
て
い
る

1υ

つ
ま
り
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
長
方
形
を
成
し
、
各

戸
の
奥
行
の
二
倍
が
て
フ
ロ
ッ
ク
の
短
辺
と
等
し
い
。
家
墨
は
一
般

K
間
口
が

狭
く
、
奥
行
が
深
い
型
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
世
城
下
町
と
同
じ
町
割
を

(I) 

成
す
も
の
で
あ
る

1
0

そ
し
て
八
尾
の
方
が
よ
り
そ
の
形
態
が
徹
底
し
て
な
り
、

久
宝
寺
は
一
概

K
そ
う
い
え
な
い
面
が
と
ζ

ろ
ど
ζ

ろ
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
萱

振
が
三
つ
の
う
ち
で
は
最
も
.
フ
ロ
ッ
ク
な
い
し
は
家
屋
の
規
模
の
バ
ラ
ツ
キ
が

あ
っ
て
統
一
の
プ
ラ
ン
を
見
い
出
し
難
い
の
に
対
し
、
久
宝
寺
、
八
尾
は
か
左

り
の
統
一
が

み
ら
れ
る
。

以
上
の
こ

と
を
別
の
資

料
で
補
足
し

て
な
ζ

ぅ。

元
禄
三
年
の

「
河
内
国
若

江
郡
村
々
高

よ寄付
る帳家
と語数

」人

萱 K 数

萱振村地籍園事、よび周辺の条里

-3-
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提
と
八
尾
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
一
記
述
が
み
ら
れ
る
。

松
平
因
幡
守

儀様
御
知

村行
所

萱

一
、
高
千
三
百
四
拾
五
石
七
斗
七
升

内
弐
拾
三
石
壱
斗
壱
升

一
、
家
数
弐
百
拾
軒

一
、
人
数
九
百
七
拾
四
人

一
、
寺
道
場
三
軒

此
人
数
拾
壱
人

人
数
合
九
百
八
拾
五
人

小
堀
仁
右
衛
門
様
御
代
官
所

八

尾

庄

寺

内

村

一
、
古
高
六
百
弐
拾
五
石
九
斗
三
升
五
合

内
拾
九
石
壱
斗
四
升
六
合

外
七
石
五
合

一
、
新
高
六
百
三
拾
八
石
五
斗
八
升
九
合

古
同
西
タ
雲
御
増
高

内

百
弐
拾
壱
軒

八
拾
九
軒

内

四
百
七
拾
壱
人

五
百
三
人

内

九
人

弐
人

内

四
百
八
拾
人

五
百
五
人

高
西
タ
雲
御
矯
高

新
田
畑
高

一
、
家
数
五
百
六
拾
三
軒

弐
百
五
軒

内

三
百
五
拾
八
軒

一
、
人
数
弐
千
拾
六
人

千
拾
八
人

内

九
百
九
拾
八
人

一
、
寺
三
軒

高
持

無
古
同

此
人
数
三
拾
五
人

弐
拾
七
人

内

!¥ 

人

人
数
合
弐
千
五
拾
壱
人

内

千
四
拾
五
人

男

高
持

銃
二
旦
同

男女

男女
男女

女

千
六
人

こ
れ
に
よ
る
と
人
口
で
は
寺
内
村
(
八
尾
)
が
萱
振
の
倍
す
る
の

K
対
し
、

石
高
で
は
ζ

の
逆
に
な
っ
て
い
る
c

こ
れ
は
要
す
る
に
八
尾
は
人
口
集
中
が
著

男女

男女
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し
い
が
農
家
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
逆

K
萱
振
は
八
尾
に
比
べ
て
は
る
か

K
農

家
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
久
宝
寺
に
つ
い
て
は
「
河
州
許
麻
之
荘
久
宝
寺
村
全
図
」
と
記
さ
れ
た

己

(

日

)

一
軒
ご
と
の
家
屋
の
間
口
と
奥
行
を
一
一
一
白
人
し
た
地
図
が
あ
り
、

ζ

れ
を
素
材

K
家
屋
の
規
模
の
統
計
を
と
っ
て
み
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。

ζ

れ
に
よ
る
と
間

口
は
三

J
六
聞
の
も
の
が
多
く
、
奥
行
は
十
一
問
、
十
二
問
、
十
三

J
四
間
位

に
多
く
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
奥
行
が
間
口
の
ほ
ぼ
二
倍

程
度
と
ぎ
っ
て
い
る
。
頻
度
の
高
い
の
は
間
口
に
つ
い
て
は
四
・
五
間
の
十
四

軒
、
五
・
五
間
の
十
五
軒
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
方
奥
行
は
十
一
聞
が

二

O
軒
、
十
二
・
一
聞
が
十
三
軒
、
十
三
・
二
聞
が
二
十
一
軒
あ
り
、
間
口
よ

り
も
特
定
の
サ
イ
ズ

K
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ζ

れ
は
間
口
の
方
が
奥
行
よ

り
も
変
化
を
う
け
や
す
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
久
宝
寺
に
な
い
て
も
幕
末
に
至
る

ま
で
の
間
口
の
兼
併
、
細
分
等
を
経
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
例
え
ば
八

l
九
間
の
あ
た
h
y
K
み
ら
れ
る
第
二
の
ピ
!
ク
は
四

1
五
聞
の
も
の
が
二
つ
合

わ
さ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
当
初
は
四
J
五
間
×
十
一

J
十

久宝寺寺内町の家屋の規模

(上:奥行下:間口)

"1< 

IYPREfilllU217 

表 1

I~ 1/ r~ IJ I年

2 3 'f 5 b. ~ ， ， 11} JI ，.t1J --''''伍 "'1，t広・瑚ヲ

三
聞
の
あ
た
り
が
家
崖
の
基
準
サ
イ
ズ
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

イ
(
凶
)

(
2
)

町
の
コ
ミ
ユ
一
一
テ

三
つ
の
寺
内
町
の
う
ち
久
宝
寺
(
図
5
)
は
旧
町
名
も
比
較
的
近
年
ま
で
残
夕
、
町
の

改
変
も
最
小
で
あ
る
の
で
、
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
考
察
K
は
適
し
て
い
る
。

そ
ζ

で
久
宝
寺
を
例
に
し
て
町
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ

。

内
ノ

久
宝
寺
(
に
限
ら
ず
前
出

(
1
)
で
述
べ
た
よ
う
な
町
割
を
と
る
町
は
す
べ

て
そ
の
よ
う
だ
が
)
は
町
の
両
側
を
は
さ
ん
で
同
じ
町
名
が
用
い
ら
れ
る
、
い

わ
ゆ
る
両
側
町
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
.
フ
ロ
ッ
ク
の
中
間
、
背
中
合

わ
せ
の
家
屋
の
聞
が
町
と
町
と
の
境
白
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
で
は

用
い
ら
れ
て
い
左
い
旧
町
名
が
今
な
な
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
を
「
規
制
」

し
て
な

b
、
町
の
自
治
組
織
(
町
内
会
)
な
よ
び
地
蔵
堂
の
受
け
持
ち
区
域
に

そ
の
反
映
が
み
ら
れ
る
。
乙
の
二
つ
は
形
態
的
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
こ
こ

で
は
後
者
の
み
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

町
の
内
部
に
は
多
〈
の
地
蔵
堂
が
あ
り
、
こ
と
に
各
入
口
の
と
こ
ろ
に
は
必

(日〕
U

ず
存
在
す
る
こ
れ
は
久
宝
寺
の
み
の
特
色
で
は
左
く
、
他
の
寺
内
町
に
も

そ
の
例
が
あ
る
。
真
宗
と
地
蔵
信
仰
と
は
性
質
上
結
び
つ
か
念
い
が
、
と
れ
は

，
や
は
り
真
宗
の
、
民
間
信
仰
を
受
け
入
れ
つ
つ
発
展
し
て
い
く
性
格
の
一
つ
の

表
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
民
間
信
仰
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
現
世
利
益
的
性
格
が

ー
(
時
)

あ
げ
ら
れ
る
力
、
地
蔵
信
仰
は
ま
さ
に
ζ

れ
に
該
当
す
る
。

い
く
つ
か
の
地
蔵
堂

K
つ
い
て
検
討
す
る
。
地
蔵

a
は
今
日
地
蔵
堂
と
よ
ば

れ
て
い
る
。

ζ

の
地
蔵
の
受
け
持
ち
区
域
が
他
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
他

の
地
蔵
堂
の
場
合
、
受
け
持
ち
区
域
内
で
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
な
り
、
一
年
な
き
に
地
蔵
堂
の
世
話
係
が
交
代
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
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大手町

2. 米屋町

3. 馬追町

4. 表町

5. 中之町

6. 広小路

地蔵堂(a - j ) 

fは現在消滅)

a 

( Li 

ζ

こ
で
は
受
け
持
ち
区
域
の
広
さ
の
割
に
グ
ル
ー
プ
が
二
つ

K
し
か
分
か
れ
て

い
左
い
。

ζ

の
理
由
と
し
て
も
と
も
と
こ
の
地
区
の
民
家
が
少
念
か
っ
た
た
め

二
つ
に
し
か
分
か
れ
て
な
ら
ず
、
そ
の
後
増
加
し
た
が
区
分
け
は
そ
の
ま
ま

K

久宝寺の町名、入口の名称と地蔵堂の受け持ち区域

念
っ
た
の
で
は
一
な
か
ろ
う
か
。
地
籍
図
を
み
れ
ば
北
側
の
グ
ル
ー
プ
は
か
つ
て

畑
や
回
、
竹
林
左
ど
に
な
っ
て
い
た
部
分
が
多
い
。

ζ

の
他
目
を
ひ
く
点
と
し

て
、
極
め
て
近
隣
し
た
地
点

K
h
と

i
の
二
つ
の
地
蔵
堂
が
存
在
す
る
。
ー
は

許
麻
橋
地
蔵
と
よ
ば
れ
、
許
麻
橋
念
る
橋
と
隣
接
し
、
丁
度
町
の
南
の
入
口

K

あ
た
っ
て
い
る
。
疑
問
な
の
は

h
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
野
口
の
と
こ
ろ

K
あ

っ
た
も
の
を
移
動
し
た
の
で
は
念
い
か
と
息
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
平
野
口

K

も
他
の
入
口
と
同
様

K
地
蔵
堂
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ

の
地
蔵
の
受
け
持
ち
区
域
を
み
て
も
こ
の
解
釈
は
辻
棲
が
合
う
か
ら
で
あ
る
。

左
な
図
中

f
の
地
蔵
堂
は
道
路
拡
張
工
事
の
際
徹
去
さ
れ
、
現
在
ζ

の
地
区
の

人
々
は
地
蔵
堂
を
持
っ
て
い
な
い
が
、

ζ

う
い
う
ク
!
ス
は
他
に
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
町
の
内
部

K
ど
の
地
蔵
と
も
関
係
を
待
た
な
い
地
区

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
と
の
地
区

K
も
地
蔵
堂
が
あ
っ
た
の

(Uo 

が
現
在
は
消
滅
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う

c

(
M
V
 

次
に
、
真
宗
寺
院
は
市
と
係
わ
り
が
深
い
寺
内
町
に
か
い
て
も
か
つ
て

市
が
立
っ
た
、
あ
る
い
は
現
在
も
立
っ
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。
現
在
八
尾

で
は
な
逮
夜
市
の
名
で
市
が
開
か
れ
る
が
、

ζ

れ
は
も
と
も
と
久
宝
寺
で
開
か

れ
て
い
た
(
日
)
も
の
が
場
所
を
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
昭
和
初
期
の
文
献

K
よ
れ

ば
(
恕
「
毎
月
十
一
日
と
二
十
七
日

K
開
か
れ
る
。
と
あ
る
が
こ
れ
は
現
在
も
変

わ
っ
て
い
乏
い
。
た
だ
市
が
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
は
ど
う
も
判
然
と
し

(

幻

)

左
い
。
文
政
十
年
の
明
細
書

K
「
当
村
往
古
は
市
場
に
て
御
座
侯
」
と
あ
る

が
、
あ
る
い
は
戦
国
時
代
に
そ
の
起
源
を
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

-6-
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し
現
在
の
も
の
は
幕
末
か
明
治
の
初
年
の
こ
ろ
に
始
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
(
幻
)
C

〈

3
)

寺
内
町
に
お
け
る
信
仰
の
非
単
一
性

地
蔵
の
話
が
で
た
の
で
、

こ
こ
で
寺
内
町
の
中
に
は
他
の
種
類
の
信
仰
が
み

ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
か
き
た
い
。

八
尾
寺
内
町
の
成
立
経
過
に
つ
い
て
は
一
で
述
べ
た
と
な
り
で
あ
る
が
、
実

は
久
宝
寺
の
中
に
は
八
尾
御
坊
大
信
土
寸
そ
の
他
、
八
尾
に
あ
る
東
本
願
寺
系
の

寺
院
の
壇
家
が
相
当
数
存
在
し
、
多
少
の
住
民
の
移
動
を
考
慮
に
入
れ
て
も
説

明
が
つ
き
に
く
い
。
ま
た
同
町
に
は
融
通
念
仏
宗
の
寺
、
念
仏
寺
も
あ
る
。

萱
娠
御
坊
恵
光
寺
は
西
本
願
寺
派
で
あ
る
が
同
町
に
は
徳
蔵
寺
と
い
う
東
本

願
寺
派
の
寺
も
あ
り
、
こ
の
壇
家
も
か
左
り
あ
る
。
寺
内
町
の
宗
教
的
機
能
に

つ
い
て
は
厳
密
に
考
え
す
ぎ
る
と
問
題
が
あ
る
、
と
脇
田
修
氏
は
述
べ
て
い
る

(
口
)

4
M
2

、
少
く
と
も
近
世
後
期
に
な
い
て
は
宗
教
上
の
色
わ
け
は
ほ
と
ん
ど
無
意

味
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
御
坊
と
い
う
も
の
の
地
位

が
形
骸
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
点
注
意
し
た
い
の
は
、
寺
内
町
に
隣
接
し
て
神
社
が
存
在
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
神
社
は
町
の
防
御
上
重
要
と
思
わ
れ
る
地

点
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
地
図
か
ら
み
て
も
了
解
さ
れ
る
。
つ
ま

り
萱
援
は
町
の
南
北
を
貫
ぬ
く
道
が
い
わ
ば
、
「
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
」
に

あ
た
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
北
の
入
口
の
と
こ
ろ
に
加
津
良
神
社
が
存
在
す
る
。

久
宝
寺
の
場
合
は
南
の
入
口
の
と
こ
ろ
に
許
麻
神
社
が
あ
る
が
、
こ
の
入
口

は
南
北
に
走
る
広
小
路
の
南
端
に
あ
た
る
。
ま
た
こ
の
両
神
社
と
も
、
式
内
社

で
格
式
は
高
い
。
八
尾

K
も
大
信
寺
の
北
隣
り
に
八
尾
天
満
宮
が
存
在
す
る
。

こ
れ
は
八
尾
寺
内
町
の
鎮
守
で
慶
長
年
間
、
片
桐
豆
元
の
造
営
と
伝
え
ら
れ
ふ
μ
)
0

た
だ
し
と
の
神
社
は
前
の
こ
つ
と
違
ヲ
て
環
濠
の
内
側
げ
い
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

神
社
は
城
下
町
に
む
け
る
寺
町
の
よ
う
在
意
味
を
持
つ
て
い
た
お
)
0

四
、
町
の
矯
成
員

次
陀
寺
内
町
の
構
成
員
の
由
来
を
探
っ
て
み
た
い
。
筆
者
は
こ
れ
を
屋
号
の

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
屋
号
は
現
在
で
も
古
老
か
ら
の
聞

き
と
り
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
と
で
は
文
献
資
料

(
な
い
し
は
古
地
図
)
を
用
い
て
い
る
。
と
は
い
え
資
料
の
種
類
も
時
代
も
同

質
の
も
の
で
は
左
〈
、
比
較
す
る
に
は
無
理
左
面
も
あ
る
が
、
大
体
の
傾
向
を

知
る
に
は
足
る
で
あ
ろ
う
。

(

a

)

久
宝
寺
顕
証
寺
所
蔵
過
去
帳
(
表
2
)
に
よ
っ
て
久
宝
寺
の
住
民
の
う
ち
、

そ
の
壇
家
に
つ
い
て
は
屋
号
を
明
ら
か
に
す
る
ζ

と
が
で
き
る
c

た
だ
残
念
念

の
は
記
載
が
ほ
ぼ
江
戸
中
期
以
降
か
ら
は
じ
ま
っ
て
な
り
、
そ
れ
以
前
に
つ
い

て
の
も
の
が
左
い
。
地
名
は
正
確
在
地
点
が
わ
か
ら
左
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ

-7  

顕証寺過去帳記載の屋号

(イロハ 11員、(@…地名、

申…職業)

表 2

五十嵐崖 属 屋 寺井屋

正面六反屋 也亀井崖 ⑮天王寺屋

林 屋 命日井中屋 働油 屋

轡花 崖 由丹後屋 也我孫子屋

也矯摩塵 轡煙草屋 母阿初屋

⑨友井産 働樽 崖 電動酒 屋

骨量豆腐屋 轡畳 置 電動鯖 屋

也尾張屋 谷 屋 由喜連屋

也大堀屋 筒井屋 母木之本屋

命老原墨 中 屋 正面白削屋

也大坂屋 梅 屋 轡味。曾屋

也大蓮屋 ⑮植松墨 電動塩 屋

骨綿 屋 磨 墨 命渋川屋

角 屋 電動日 塵 也下嶋屋

形 屋 也大和屋 雪量酢 塵

⑭川辺屋 長耳 屋

鋳 崖 ⑮五条屋

轡笠 塵 轡米 屋

足並河内屋 由神立産



の
ほ
と
ん
ど
は
近
隣
農
村
の
も
の
で
あ
る
。
左
な
こ
れ

K
よ
っ
て
住
民
の
職
業

も
あ
る
程
度
わ
か
る
が
、
職
業
構
成
を
一
不
す
資
料
と
し
て
は
前
出
の
文
政
十
年

¥
C
U
J
 

の
明
細
金
耳
2
え
の
方
が
よ
り
確
か
で
あ
ろ
う
。

(
b
)
萱

振

恵

光

寺

K
は
「
奉
願
上
口
上
書
」
と
記
さ
れ
た
嘉
永
三
年
の

文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
(
写
真
)

0

そ
の
内
容
は
寺
の
荒
廃
、
即
ち
物
盗

D
が
入
夕
、
ま

た
借
財
が
積
も
っ
て
修
復
も
思
う
に
ま
か
せ
ず
、

こ
の
ま
ま
で
は
廃
寺
の
が
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
「
御
本
山
(
西
本
願
寺
の
こ
と
か
)
御
役
人
中
様
」

あ
て
に
助
け
を
求
め
た
文
書
の
写
し
で
あ
る
。
そ
し
て
文
面
の
あ
と

K
門
徒
の

代
表
者
の
名
が
連
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
式
は
最
初
に
村
名
、
次

K
代
表

者
名
を
書
い
て
印
を
押
す
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
門
徒

の
分
布
が
知
れ
る
。
近
隣
農
村
の
地
名
が
多
い
の
は
(
表
3
)
久
宝
寺
と
同
様
で
あ
る
o

ま
た
両
方
共
に
言
え
る
ζ

と
で
あ
る
が
、
特

K
一
定
の
地
域
か
ら
集
中
す
る
と

(

幻

)

い
う
こ
と
は
な
く
、
比
較
的
周
辺
部
に
均
等
に
分
布
し
て
い
る
感
じ
を
受
け
る

京
大
地
理
学
教
室
に
所
属
さ
れ
て
い
る
「
八
尾
郷
絵
図
」
(
函
6
)
K

(

C

)

八
尾

蜘
岬

H
R
中
根
回
、

峠
日Il'

一QU
J

は
一
軒
ご
と

O
屋
号
が
記
入
さ
れ
て
な
り
，

Z
、
こ
れ
か
ら
住
民
の
職
業
構
成
、

な
よ
び
出
身
地
を
あ
る
程
度
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

表

4
K
よ
れ
ば
相
当

広
範
囲
に
わ
た
る
職
種
が
み
ら
れ
る
が
、
生
活
必
需
品
の
他
、
消
費
あ
る
い
は

娯
楽
を
目
的
と
す
る
職
が
多
く
あ
り
、
典
型
的
な
在
郷
町
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

地
名
に
つ
い
て
は
久
宝
寺
や
萱
振
と
同
様
、
周
辺
農
村
部
の
も
の
も
か
左
打
ノ
み

ら
れ
る
が
、
前
二
者
と
違
っ
て
都
市
的
集
落
の
も
の
が
か
な
り
あ
る
の
が
注
意

を
ひ
く
。
即
ち
平
野
、
久
宝
寺
、
柏
原
と
い
っ
た
在
郷
町
、
さ
ら
に
京
、
堺
と

い
っ
た
地
名
が
み
え
る
点
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
震
号
を
用
い
て
い
る
家
が
何
軒

も
み
ら
れ
る
。
勿
論
屋
号
が
そ
の
ま
ま
出
身
地
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う

か
は
郎
断
で
き
左
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
人
々
は

当
初
か
ら
商
業
を
目
的
と
し
て
流
入
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
八
尾
の
都

市
的
性
格
と
も
結
び
つ
く
。
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要
す
る
に

(
ζ

れ
だ
け
の
資
料
で
あ
ま
り
断
定
的
左
こ
と
は
一
言
え
左
い
に
せ

よ
)
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
久
宝
寺
、
萱
援
は
周
辺

農
村
に
と
っ
て
中
心
地
的
色
彩
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
八
尾
は
そ
の
機
能
に

加
え
、
さ
ら
に
適
業
的
機
能
が
強
化
さ
れ
て
い
た
、
と
。

恵光寺文書にみえる
地名

三主宮ヨL 振 福万寺

西 郷 横小路
rノA¥， 太 花 圏

寺 内 コ口と 田

跡、 吉E 良

亀 井 古水 走

太子 堂 町水走|
一」 反 1んFチ百ヤ 殿?ノ、

植 松 宝蔵新家

渋 JlI 額 田

長 原 布 市

西なわて 上若江

坂 田 西 君日

太 回 西 都 新 家

八尾座 大 井

}jIJ 宮 衣 摺

成法寺 キ自 回

庄之 内 正覚寺

東 郷 宝 持

中 野 荒 111 
万 願 寺

表 3



官

玉
、
結
び

以
上
羅
列
的

K
述
べ
て
き
た
が
、

簡
単

K
要
約
を
し
て
な
く
と
と

K
す

る。

八尾郷絵図(西川幸治著による)

一
口
に
寺
内
町
と
い
っ
て
も
実
際

K
は
様
々
左
性
格
の
も
の
を
含
ん
で

い
る
。
中
世
成
立
の
寺
内
町
と
近
世

成
立
の
そ
れ
と
で
は
町
の
成
立
の
契

機
自
体
が
異
な
る
し
、
時
期
的

K
同

じ
こ
ろ
で
き
た
町
で
も
そ
の
後
の
変

遷
過
程
は
一
様
で
は
左
い
。
従
来
の

図 6

地 名 職 業

平野屋 8かしゃ 1 もめんや 4 

小山屋 15 あめや 1 古 手 屋 3 

天王寺屋 1 大 工 4 かさ や 2 

大和屋 3 か す 屋 3 目 薬 屋 3 

久宝寺屋 7 紙 屋 9 ζまものや 1 

きの (VC屋 3 かわら屋 2 たはとや 1 

尽 屋 2 もち屋 2 かき や 1 

堺 屋 7 こうしゃ 4 みそや 2 

弓削屋 6 t由 屋 4 はたや 3 

八尾木屋 1 はたや 1 と りや 1 

百済屋 2 か さ や 1 むしろや 3 

柏原屋 3 なべ や 1 とうふや 2 

木本屋 1 かどや 1 あかねや 1 

関東屋 2 米 や 5 古物崖 1 

池島屋 1 かぢや 2 紺 屋 1 

吉田屋 1 う な や 1 樽 屋 1 

塩 屋 2 わたや 1 

八尾郷絵図記載の屋号
(数字は軒数)

表 4

諸
研
究

(
と
い

っ
て
も

地
理
学

か
ら
の

ア
プ
ロ

チ

は

ど
く
少

左
い
)

で
は
そ

う
い
っ

た
点
が

充
分
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
ζ

で
筆
者
は
近
隣
し
あ
う
三
つ
の
寺
内

町
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
の
間
の
性
格
の
差
異
を
明
ら
か

K
し
た
い
と
思
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
勿
論
寺
内
町
相
互

K
共
通
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る

が、

ζ

こ
で
は
む
し
ろ
、
相
違
点
の
方
を
強
調
し
て
い
る
。
既
往
の
研
究
成
果
や

文
献
資
料
を
町
の
景
観
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
相
違
を
考
察
し
て
み
た
の
で

あ
る
。一

般
に
中
世
都
市
か
ら
近
世
都
市
へ
の
献
観
上
の
変
容
点
と
し
て
、
前
者
が

無
計
画
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
か
な
り
整
然
と
し
た
計
画
的
都
市
秩
序
を

(
m
m
v
 

持
つ

K
至

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

る

と

れ

を
そ
の
ま
ま
適
応
す
る
と
萱
振
が
中
世
的
、

八
尾
が
最
も
近
世
的
で
あ
る
こ
と
に
左
る
。

三寺町内のまとめ

時代1>よび位置 形態 住 民
近世以後白

町名
時成立期 位置 量生時量 町書IJ 妨蹄性 住民情成 市

変 F管hす

はじめ在郷

久宝寺 中世
日常

埴塞都市 都市的 大 主K周辺豊 あり 町として発表
慰問上 村出身者 展‘ D ち

通

萱担長 中世
目掛

域事都市 農村的 大 主K閤辺轟 確認できず 費迭もし〈
堤防上 村出身者 は停滞

自前
都市的

周辺農都村市+ 在郷町とし
八 I毛 近世 期防土

在郷町的 他の か あり て発展
ら自流入

表 5

た
だ
ζ

こ
で
問
題
に
左
る
の
は
現
景
観
、

-9 -

な

い
し
は
地
籍
図
な
ど
に
み
ら
れ
る
町
の
形
態

を
ど
の
程
度
ま
で
往
時
の
形
態
と
し
て
遡
及

さ
せ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
為

的
改
造
は
勿
論
で
あ
る
が
、
寺
内
町

K
限
ら

ず
我
が
国
の
都
市
は
火
災
が
多
く
、
少
く
と

も
火
災
の
記
事
の
残
っ
て
い
る
町
に
つ
い
て

は
「
景
観
の
保
存
性
」
を
疑
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
富
田
林
、
今
井
な
ど
は
家
屋
構
造
か
ら

町
並
の
変
遷
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
三
つ
の
寺
内
町
に
つ
い
て
は
そ
れ

も
困
難
で
あ
る
。
た
だ
次
の
こ
と
は
言
え
よ

。

内
ノ



久
宝
寺
、
八
尾
が
近
世
前
期

K
在
郷
町
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
既
に

z
凸却)、

歴
史
学
の
諸
成
果
が
明
ら
か

K
し
て
い
る
カ
萱
振
は
町
割
や
文
献
資
料

(
三
の

(
1
)
参
照
)
で
考
察
し
た
ど
と
く
、
都
市
と
し
て
の
発
展
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
旦
は
在
郷
町
と
し
て
繁
栄
の
道
を
歩
ん
だ
久
宝
寺
が
、

そ
の
後
衰
退
す
る
と
と
も
初
め
の
方
で
述
べ
た
と
な
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
町
の

(ね)、

人
口
変
動
に
つ
い
て
も
言
え
る
し
地
手
図
に
み
ら
れ
る
町
中
の
団
地
、
畑

地
も
人
口
集
中
度
が
高
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

K
三

つ
の
寺
内
町
は
そ
れ
ぞ
れ
異
念
っ
た
経
過
を
た
ど
っ
て
き
た
と
言
え
る
へ
表
5
)
O

「
寺
内
町
」
と
い
う
言
葉
は
従
来
か
な
り
暖
味
な
使
わ
れ
方
を
し
て
き
た
よ

う
K
思
わ
れ
る
。
今
後
は
個
々
の
事
例
研
究
の
深
化
と
と
も
に
寺
内
町
相
互
の

比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
れ
に
向
け
て
の
一
つ
の
試
み
で
る
る
。

〈
大
阪
大
学
・
院
生
)

注
〈

1
)

(
2
)
 

藤
岡
謙
二
郎
「
寺
内
町
の
性
格
」

藤
岡
謙
二
郎
『
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
』
柳
原
書
庖

一
九
五
五
三
五
四
J
五
頁
藤
岡
氏
は
久
宝
寺
と
八
尾
の
二
つ
を

あ
げ
て
い
る
が
、
萱
振
も
恵
光
寺
(
真
宗
)
を
中
心

K
形
成
さ
れ
た
寺

内
町
で
あ
る
。

人
文
地
理
一

i
一

一
九
四
八

(
3
)
 

沢
井
浩
三
「
寺
内
町
の
形
成
と
そ
の
性
格
|
久
宝
寺
と
八
尾
|
」

『
八
尾
市
史
』
一
九
五
八
の
寺
内
町

K
関
す
る
部
分
な
ど
。
本
稿

は
沢
井
氏
の
研
究
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
従
来
の
研
究
で
久

宝
寺
、
八
尾
寺
内
町

K
言
及
す
る
際
に
は
み
左
沢
井
氏
が
公
に
さ
れ
た

資
料
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
資
料
な
い
し
は
事
実
を
提
供

す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

(
4
)
 

〈

5
)

久
宝
寺
御
坊
顕
証
寺
は
も
と
も
と
西
証
寺
と
称
し
、
蓮
知
二
十
一
男

実
順
が
開
基
。
ま
た
萱
振
は
同
じ
く
八
男
蓮
淳
が
開
基
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
久
宝
寺
城
、
萱
振
城
と
い
う
城
が
存
在
し
、
城
下
町
と
い

っ
て
も
よ
い
面
を
持
っ
て
い
た
。

鈴
木
良
一
「
戦
国
の
争
乱
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
8
・
中
世
4
』

一
九
六
三
二

O
J
一
一
一
頁
。

前
掲

(
2
)
、
(
3
)

白
井
喜
太
郎
「
河
内
国
条
里
の
研
究
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
十
三
一
九

五
五
、
棚
橋
利
光
『
八
尾
の
条
里
制
』
(
八
尾
市
史
紀
要
第
六
号
)

一
九
七
六
。

こ
の
部
分
の
条
塁
は
服
部
自
由
之
「
古
代
の
直
線
国
境
に
つ
い
て
」

『
政
治
区
画
の
歴
史
地
理
』
(
歴
史
地
理
学
紀
要
汀
)
一
九
七
五

一
一
頁
の
図

K
よ
る
。

-10-

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
凶
)

(
日
)

八
尾

K
つ
い
て
は
後
掲
の
図
6
、
八
尾
郷
絵
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

矢
守
一
彦
『
都
市
プ
ラ
ン
の
研
究
』
大
明
堂
一
九
七

O

一二

O
八
頁
以
下
。

『
河
内
史
談
第
四
輯
』
東
大
阪
新
聞
社
一
九
五
四
一
七
六
J

一
九
三
真

K
収
録
。

久
宝
寺

K
在
住
し
て
い
た
郷
土
史
家
、
坂
本
氏
の
作
製
に
な
る
も

の
で
図
面
に
は
次
の
よ
う
左
注
釈
が
あ
る
。
〈
本
人
は
既
に
故
人
)

(ロ)
(
日
)

此
図
面
者
安
政
万
延
年
間
ヨ
リ
元
治
慶
応
及
び
明
治
初
年
に
致
ル
調

査
ニ
拠
レ
ル
作
品
ニ
市
祖
父
吉
兵
衛
之
蔵
セ
ル
モ
ノ
成
リ
シ
ガ
紙
質



設
中
畑
汚
庇
ン
テ
義
理
分
明
成
り
難
ク
煙
滅
セ
ン
事
ア
患
ヒ
原
図
ニ
順
拠

ン
是
ア
作
製
ス
図
中
林
野
開
墾
シ
テ
耕
地
ト
為
リ
畑
変
リ
而
白
ト
成
リ

地
目
変
換
其
他
建
築
物
之
改
造
二
於
ん
等
旧
観
ヲ
新
タ
ニ
為
ス
ト
雄
モ

土
地
大
体
之
位
置
ハ
現
今
ニ
及
。
フ
モ
異
ル
事
ノ
有
ン
ヤ

(
M
)
 

大

正

四

年

乙

初

夏

作

寺
内
町
の
内
部
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
コ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
(
主
な

も
の
が
「
町
」
)
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
質
の
も

の
で
は
左
く
、
何
ら
か
の
性
格
の
相
違
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

印

そ
の
こ
と
に
言
及
し
た
研
究
は
ご
く
少
ま
く
、
管
見
の
範
囲
で
は
橋
詰

茂
「
寺
内
町
今
井
に
つ
い
て
」

山
閣
一
九
七
六

『
日
本
文
化
の
社
会
的
基
盤
』

一
八
二

J
一
八
九
真
に
屋
敷
地
の
所
有
は
後
か
ら
形

成
さ
れ
た
町
の
方
が
旧
町
よ
り
も
分
散
化
の
傾
向
が
強
い

(
n
n
摺
層
の

分
化
の
進
展
)
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。
第

一
に
旧
町
名
の
範
囲
も
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
左
い
場
合
が
多
い
。
今

井
の
一
場
合
は
町
ご
と
に
色
わ
け
し
た
古
図
が
あ
る
が
、
他
に
こ
ん
な
ケ

ー
ス
は
滅
多
に
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
コ
、
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
，
単
位
の
復
原
か
ら

始
め
る
こ
と
が
必
要
で
る
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
町
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
単
位
を
図
化
、
解
釈
し
て
い
る
に
す
き
ず
、
そ
れ
ら
の
間
の
非
均
等

性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
日
)

(
同
)

平
野
口
の
と
と
ろ
だ
け
が
左
い
。

桜
井
徳
太
郎
『
臼
本
民
間
信
仰
論
』

J
二
四
真
。

弘
文
堂

一
九
七

O

(
口
)

安
田
覚
三
郎
「
久
宝
寺
村
誌
』

八
六
頁
に
は
「
本
村
に
地
蔵
堂
十
五
字
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

久
宝
寺
村
役
場

一
九
二
八

雄

(
同
)

現
在
九
ケ
所
し
か
み
ら
れ
な
い
。

後
藤
文
利
「
真
宗
と
資
本
主
義
』

一
O
O頁。

所
主
百
庖

一
九
七
三

九
五

J

八
尾
に
至
る
道
路
沿
い
に
長
瀬
川
(
旧
大
和

川
)
付
近
ま
で
開
か
れ
て
い
た
(
聞
き
と
り
に
よ
る
)
。

(
却
)
前
掲
(
打
)
中
の
「
年
中
行
事
」
(
九

O
J
九
七
頁
)

(
乱
)
「
文
政
十
年
久
宝
寺
村
明
細
書
写
」
『
八
尾
市
史

一
九
六

O
。

沢
井
浩
三
「
中
河
内
の
中
心
『
久
宝
寺
発
展
史
』
↑

一
三
七
J

一
四

O
頁。

(
凶
)

顕
一
証
寺
の
門
前
か
ら
、

史
料
編
』

(
泣
)

前
掲
(
臼
)

(
お
)

脇
田
修
「
尼
崎
地
域
と
寺
内
町
」

一
七
頁
。

地
域
史
研
究
七

i
一

九

-11一一

七
七

(
M
A
)
 

(
お
)

『
八
尾
の
史
跡
第

5
集
』

二

O
頁。

八

尾

市

一

九

六

七

貝
塚

K
つ
い
て
も
同
様
の
事
実
が
指
摘
で
き
る
。
貝
塚
寺
内
の
東
は

ず
れ
に
町
の
↓
産
土
神
で
あ
る
感
白
神
社
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
ζ

の
方

角
が
防
御
と
い
う
点
で
は
最
も
弱
い
と
こ
ろ
で
あ

J

る
。
「
貝
塚
寺
内
町
』

具
塚
市
教
育
委
員
会
一
九
七
九

K
は
「
乙
の
感
田
神
社
は
東
方
部

に
な
け
る
軍
事
的
役
割
を
も
っ
出
域
的
な
も
の
で
あ

J

る
こ
と
が
う
か
が

わ

れ

る

。

(

同

書

二

三

頁

)

。

」
と
あ
る

(
お
)

(
幻
)

前
掲
(
社
)

地
名
の
現
地
比
定

K
は
主
に
明
治
時
代
の
陸
地
測
量
部
に
よ
る
地
形

図
を
用
い
た
。

(
却
)

西
川
幸
治
『
日
本
都
市
史
研
究
』

一
九
七
二
一
五
一
一
員
。

日
本
放
送
出
版
協
会



原
田
伴
彦
「
中
世
一
都
市
か
ら
近
世
都
市
へ
そ
の
景
観
的
変
容
」

人
文
地
理
八
|
六
一
九
五
七
。

例
え
ば
脇
田
修
「
近
世
前
期
先
進
地
域
に
な
け
る
都
市
と
商
品
流
通

!
在
郷
町
を
中
心

K
i
」
歴
史
学
研
究
二
二
九
号
一
九
五
九

大
和
川
付
け
替
え
の
あ
ヲ
た
宝
永
年
間
に
は
戸
数
八
二

O
余
軒
、
人

(
四
)

(
却
)

(
出
)

A Histrico-G回 gra凶 i伺 IStud y of Ji na icho i n yao (Osaka Pref.) 

Toshi Kanai 

岱lereare thr・.jinaichoa in Ya.o C1ty; Kj'1治oji，Xaya.huri 
and Yao. ThesB TOWIlS a.re the "histrica.l cores" of the present 
Yao City. This paper 1s 1ntended to shov the character1st1cB 
of the jinaicho， including its simi1ar1ties and d1fferencea， 
from the v1e~int of h19torica.1 geography. The contents are 
as fo110'o/s， 

口
一
一
一
千
余
人
で
あ
っ
た
が
、
約
五

O
年
後
の
明
和
元
年
に
は
一
戸
数
七

O

九
軒
、
人
口
二
八
二
一
人
と
な

D
、
そ
の
六

O
年
後
の
文
政
六
年
に
は

戸
数
回
九
七
軒
、
人
口
二
二
五
一
人
に
激
減
し
た
(
八
尾
市
史
一
七
三
貞
)
。

付
記
一
成
稿
に
あ
た
っ
て
は
矢
守
一
彦
先
生
は
じ
め
、
多
〈
の
方
々
か
ら
御
教

示
を
賜
わ

D
ま
し
た
o
厚
く
な
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

1. Purpose of this study and the out1ines of three jinaichos: 
Kyuh口jiand Kayahuri were eetab1ished at the end of the 15th 
century ( Muromachi Era )， whi1e Yao， ear1y 1n the 17th centuη 
(目。 2ra)， and after that each of theeB tOWIlS fo11o'o/ed lts 

OWIl course repective1y・
2 • The location of tOvnB and Jor1 aystem: Three towns are 
10cated on natural 1e....ees， vhich was g1ven by nature. Next， 
the form of a jina1cho 1s regu1ated by Jor1 system 1n UüL~y 
cases. The rule a.pp11es most c1early to Kyuhoj1. 
3 • The Structure of the towns: 1 approach thls subject frαE 
theee three points. (1) The d1vision of land; As for the 
、w刊4品ayof dlv1ding 1官悶1泊din a block， Kyt止山1。りj1and Yao are "uはよrbanγ"' 
w山h叫i日1eKa可ya.l由h叫 -ii目 rather"ru:r叫"・ (2)The C=凶 ty1n jinai-
cho: The community unit and the per10d1cal market of. Kyuhoji 
are ana.1yzed here. (3) The varlety of rellgions 1n j1naicho: 
Kot on1y Shinshu but a1so other re1igioDs exist 1n j1naicho. 
4 • Members of TOWIle: The documentB and the old ~ps c臼 show
us to 90me extent 'o/here the inhab1tants of j1na1cho c担 efrom 
and what occupations they fo110ved. 
う. Conc1usion: The summa.ry of 1 t04 むldprospect 

It 1s diff1cul t to define the term jinalcho because i t 
has many concepts. So， I'd 1ike to suggest that comparat1ve 
study of 90me jinaichos shou1d be needed. The Study '01111 he1p 
UB to ~ake 1tB character1目ticBclearer. This paper 1s a k1nd 
of practice of this suggetion. 
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