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　『
町
方
書
上
』
に
み
る

柏
木
村
の
歴
史
　

　

前
回
は
江
戸
時
代
の
常
円
寺
に
つ
い
て
記
録
さ
れ

た
『
町
方
書
上
』
を
取
り
上
げ
た
。「
柏
木
成
子
町
」

の
書
上
に
は
、他
に
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
の
「
日

蓮
宗
尊
顕
木
札
」
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
常
円
寺

と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
町
と
日
蓮
宗
と
の

繋
が
り
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
柏
木
村
に
つ
い
て

は
、「
成
子
町
」
に
続
け
て
「
淀
橋
町
」
に
つ
い
て

の
記
録
と
な
る
。
今
回
は
こ
の
部
分
も
読
み
す
す
め
、

常
円
寺
の
あ
る
柏
木
村
の
歴
史
に
つ
い
て
み
て
お
き

た
い
。

　

●
将
軍
の
「
御
小
休
所
」
と
し
て
の
淀
橋
町

　

淀
橋
町
は
成
子
町
の
西
側
、
神
田
上
水
に
か
か
る

淀
橋
ま
で
の
領
域
で
、
中
野
村
と
接
し
て
い
る
。
町

の
起
立
に
つ
い
て
は
、
戦
国
時
代
、
北
条
氏
の
支
配

下
で
は
「
本
住
坊
」
と
い
う
寺
領
で
あ
っ
た
と
い
う
。

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
北
条
氏
か
ら
触
書
を

授
か
っ
た
川
本
杢
右
衛
門
の
一
族
が
名
主
と
な
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
町
名
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
神
田
上

水
に
か
か
る
橋
「
淀
橋
」。
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
設

置
さ
れ
た
「
水
車
」
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
る
。
こ
の

淀
橋
や
水
車
に
つ
い
て
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
描

か
れ
て
お
り
、
江
戸
の
名
所
と
し
て
人
々
が
訪
れ
る

場
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
青
梅
街
道
を
往
来
す
る
将

軍
の
「
御
小
休
所
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
書
上

に
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
か
ら
こ
の
書
上
が
ま
と

め
ら
れ
た
当
時
の
十
一
代
将
軍
家
斉
、
さ
ら
に
後
に

十
二
代
将
軍
と
な
る
家
慶
ま
で
、
歴
代
の
将
軍
が
当

所
で
休
息
し
た
年
月
日
が
詳
細
に
記
さ
れ
、
将
軍
が

水
車
を
「
御
上
覧
」
し
、
水
車
で
挽
い
た
小
麦
粉
が

献
上
さ
れ
た
と
い
う
。

●
「
家
持　

久
兵
衛
」

　

と
こ
ろ
で
、
淀
橋
町
の
書
上
に
つ
い
て
も
柏
木
村

の
名
主
で
あ
る
紋
右
衛
門
が
と
り
ま
と
め
記
し
て
い

る
が
、
実
は
、
こ
の
将
軍
家
の
「
御
小
休
所
」
に
関

し
て
は
「
家
持　

久
兵
衛
」
と
い
う
人
物
が
記
し
て

い
る
。「
家
持
」と
は
文
字
通
り
自
分
の
家
屋
を
持
ち
、

そ
こ
に
居
住
し
て
「
町
人
」
と
し
て
の
義
務
や
権
利

を
有
し
た
者
で
あ
る
が
、
久
兵
衛
の
先
祖
は
「
弥
兵

衛
」
と
い
い
、
淀
橋
の
百
姓
で
、
寛
文
年
中
（
一
六

六
一
〜
七
二
）
に
、
幕
府
に
願
い
出
て
水
車
を
作
っ

た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
三
代
目

の
弥
兵
衛
の
代
の
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
三
月

に
、
初
め
て
徳
川
吉
宗
の
「
御
小
休
所
」
の
役
を

担
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
代
々
の
将
軍
の
「
御
小
休

所
」
の
記
録
が
久
兵
衛
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
久
兵
衛
家
が
そ
の
任
を
代
々
受
け
持
っ
て
き
た

家
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

●
久
兵
衛
家
と
象

　

さ
て
、
書
上
の
最
後
に
久
兵
衛
家
と
将
軍
家
の
関

係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
録
が
記
さ

れ
て
い
る
。

享
保
年
中
當
國
に
象
相
渡
り
候
と
こ
ろ
、
元（
一
七文

五四
〇
）年

申
年
七
月
中
、
町
御
奉
行
石
河
土
佐
守
様

よ
り
、
右
弥
兵
衛
な
ら
び
に
中
野
村
源
助
へ
象

御
預
け
仰
せ
付
け
ら
れ
、
中
野
村
へ
象
小
屋
を

相
建
て
、
寛（
一
七
四
一
）

保
元
酉
年
四
月
廿
七
日
、
濱　

御

庭
よ
り
右
御
小
屋
へ
象
引
き
取
り
、
御
飼
料
と

し
て
壱
ケ
年
金
三
百
拾
両
づ
つ
下
し
置
か
れ
候
。

右
手
當
は
一
日
に
あ（
餡
な
し
）

ん
な
し
饅
頭
壱
桶
、
真ま
こ
も菰

拾
五
把
、
根
笹
拾
五
把
づ
つ
食
し
申
し
候
由
、

然
る
と
こ
ろ
翌
戌
年
十
二
月
中
、
象
相
果
て
申

し
候
に
付
き
御
訴
申
し
上
げ
候
と
こ
ろ
、
象
の

皮
は
御
取
り
上
げ
に
相
成
り
候
旨
に
て
、
弾
左

衛
門
罷ま
か
り
越
し
、
皮
を
裂
き
、
上
納
致
し
候
由
、

象
骨
は
弥
兵
衛
、
源
助
へ
下
し
置
か
れ
候
と
こ

ろ
、
そ
の
後
故
こ
れ
有
り
、
中
野
村
寶
仙
寺
へ

相
納
め
候
由
、
そ
れ
よ
り
弥
兵
衛
儀
、
町
御
奉

行
所
へ
相
願
い
、
象
洞
と
号
し
候
薬
、
関
八
州

な
ら
び
に
京
大
坂
御
触
れ
こ
れ
有
り
て
、
売
り

弘
め
候
由
、
右
薬
の
製
法
な
ら
び
功（
効
能
）能

等
の
儀
、

相
知
れ
申
さ
ず
候

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、元
文
五
年
に
弥
兵
衛
と「
中

野
村
源
助
」
に
象
が
預
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
象

と
は
、
本
文
に
「
享
保
年
中
當
國
に
象
相
渡
り
候
と

こ
ろ
」
と
あ
る
が
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
中

国
人
貿
易
商
が
安
南
（
今
の
ベ
ト
ナ
ム
）
か
ら
連
れ

て
来
た
も
の
で
、
京
都
で
天
皇
の
謁
見
を
受
け
、
の

ち
江
戸
に
渡
り
、
将
軍
吉
宗
が
上
覧
し
た
と
い
う
。

象
は
「
濱
御
庭
」
＝
将
軍
家
の
浜
御
殿
に
飼
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら
弥
兵
衛
と
源
助
に
預
け
ら

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
江
戸
名
所
図
会
に
も
「
中

野
に
象
厩
を
立
て
て
そ
れ
を
飼
お
せ
ら
れ
し
」
と
象

小
屋
が
描
か
れ
て
お
り
、中
野
村
成
願
寺
の
辺
り（
今

の
中
野
区
本
町
二
‐
三
二
の
朝
日
が
丘
公
園
南
）
で

飼
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
飼
育
に
は
、
一

年
分
の
金
三
百
十
両
が
支
給
さ
れ
、「
あ
ん
な
し
饅

頭
」
な
ど
の
餌
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

翌
年
「
相
果
て
」
て
＝
死
ん
で
し
ま
い
、
象
の
遺
骸

の
皮
が
「
御
取
り
上
げ
」
＝
将
軍
に
献
上
さ
れ
、
骨

は
弥
兵
衛
と
源
助
に
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。
の
ち
に

こ
れ
ら
の
骨
は
同
じ
中
野
村
の
宝
仙
寺
に
納
め
ら
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。　
　

　

そ
し
て
、
そ
の
後
、
弥
兵
衛
は
「
象
洞
」
と
い
う

薬
を
作
り
、
町
奉
行
に
願
い
出
て
、
関
東
の
み
な
ら

ず
、
京
都
や
大
阪
に
ま
で
売
り
広
め
た
と
い
う
。
こ

の
薬
が
象
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、「
製

法
」
や
「
功
能
」
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

当
時
珍
し
か
っ
た
象
に
由
来
さ
せ
た
薬
を
作
り
、
商

売
を
し
た
と
い
う
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。
な
お
、

中
野
村
で
の
象
の
飼
育
に
つ
い
て
は
、
押
立
村
の
平

右
衛
門
、
中
野
村
の
源
助
、
柏
木
村
の
弥
兵
衛
の
三

名
が
世
話
に
あ
た
っ
て
い
た
と
の
記
録
も
あ
り
、
ま

た
、
象
が
生
き
て
い
る
間
に
す
で
に
象
の
糞
（
糞
で

は
な
く
涙
だ
と
い
う
説
も
あ
る
）
を
疱
瘡
の
薬
で
あ

る
と
言
っ
て
売
り
出
し
て
大
も
う
け
し
た
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

　

以
上
、
今
回
は
『
町
方
書
上
』
の
成
子
町
の
隣
の

「
淀
橋
町
」
の
記
録
を
み
た
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
『
町

方
書
上
』
に
は
別
に
「
地
誌
御
調
書
上
」
と
い
う
表

題
が
付
い
て
い
る
。「
地
誌
」
と
は
、
地
域
の
地
理
・

風
俗
・
産
物
・
名
所
旧
跡
等
を
書
き
上
げ
た
書
物
の

総
称
で
あ
る
。幕
府
の
命
に
よ
り
す
す
め
ら
れ
た『
町

方
書
上
』
は
、
主
は
幕
府
の
地
域
支
配
の
一
政
策
と

し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で

地
域
に
と
っ
て
は
、
将
軍
家
と
の
結
び
つ
き
と
い
う

名
主
な
ど
町
の
有
力
者
た
ち
の
自
ら
の
由
緒
と
と
も

に
、
自
分
た
ち
の
生
活
空
間
の
歴
史
を
文
字
と
し
て

残
す
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

常圓寺  季報

連　

載

第
59
回

江
戸
名
所
図
会
「
淀
橋
水
車
」
：
下
方
に
水
車
が
み
え
る
。
水
車

の
差
し
渡
し
（
直
径
）
は
一
丈
六
尺
（
約
５
㍍
）
あ
っ
た
と
い
う
。




