
昶5

代
に
於
け
る
地
方
誌
編
幕
の
沿
革
」
（
青
山
定
雄
）
、
道
光
朝
以
来
、
幾
度

か
補
犀
改
修
せ
ら
れ
て
公
刊
せ
ら
れ
た
脛
世
文
編
の
諸
木
を
比
較
考
究
し

時
代
の
雙
遷
に
伴
っ
て
、
そ
の
間
に
丙
容
的
の
差
違
あ
る
を
要
領
よ
く
述

べ
た
「
清
末
の
纒
世
文
編
に
就
い
て
」
（
百
瀬
弘
）
な
ど
、
見
る
べ
き
も
の

が
多
い
。
池
内
博
士
な
ら
び
に
執
筆
者
諸
士
の
健
康
を
新
っ
て
紹
介
の
筆

を
掴
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
外
山
軍
治
〕

　
　
　

一
百
七
十
五
種
日
木
期
刊
中
東
方
學
論
文

　
　
　
　

篇
目
附
引
得
（
罰
得
特
刊
之
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

于
式
玉
、
劉
選
民
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
○
年
二
月
、
除
佛
燕
京
學
蔀
登
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
倍
判
、
ｘ
l
i
ｖ
Ｉ
一
九
八
Ｉ
一
三
一
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
五
ｉ
三
六
頁
、
價
五
元

　

こ
れ
は
一
九
三
三
年
に
出
た
于
式
玉
編
「
日
本
期
刊
三
十
八
種
中
東
方

學
篇
目
附
引
得
」
の
っ
ぎ
ざ
で
あ
る
。
こ
の
三
三
年
版
は
な
か
な
か
念
入

り
に
編
纂
さ
れ
て
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
大
塚
史
學
會
の
’
「
東
洋
史
論
文

要
目
」
と
と
も
に
し
ば
し
ば
厄
介
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大

塚
史
學
會
の
も
の
・
は
牧
録
の
篇
目
は
多
い
が
著
書
索
引
が
な
く
、
分
類
も

杜
撰
で
あ
り
、
ま
た
燕
京
の
も
の
は
、
何
は
と
も
あ
れ
収
録
し
た
雑
誌
・

論
叢
が
僅
か
に
三
十
八
種
に
止
ま
っ
て
居
り
、
』
、
採
録
洩
れ
の
論
文
も
多
い

と
は
誰
し
も
が
不
満
に
思
っ
て
ゐ
た
所
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
う
い
ふ
も

の
ｘ
増
補
版
や
績
刊
は
初
版
に
比
べ
て
際
立
っ
て
よ
く
な
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
、
三
三
年
版
が
僅
か
三
十
八
種
で
あ
っ
だ
の
に
對
し
、
こ
ん

ど
の
新
版
は
そ
の
約
四
倍
牛
の
一
七
五
種
の
雑
誌
・
論
叢
を
牧
め
、
篇
目

の
数
も
約
二
倍
の
七
千
ば
か
り
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
奮
版
の

最
大
の
鋏
鮎
に
闘
す
る
限
り
は
大
い
に
是
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
新
着

雨
版
の
併
用
に
よ
っ
て
（
奮
版
に
牧
め
ら
れ
た
湊
の
は
新
版
に
は
牧
め
ら

れ
て
ゐ
な
い
）
、
わ
れ
わ
れ
の
う
け
る
便
宜
は
少
く
な
い
と
思
ふ
。

　

新
版
の
謄
裁
は
、
奮
版
と
多
少
相
異
が
あ
っ
て
、
第
一
篇
、
分
類
篇
目

第
二
篇
、
篇
目
引
得
。
第
三
篇
、
著
者
引
得
（
一
一
、
三
篇
は
「
中
國
字
皮

措
」
の
順
に
依
る
）
。
第
四
篇
、
著
者
晋
譚
引
得
の
四
篇
よ
り
成
り
、
菖

版
で
は
ロ
ー
マ
字
引
き
の
著
者
引
得
の
欄
に
も
各
著
者
の
名
の
下
に
論
文

の
題
目
が
列
記
し
て
あ
っ
だ
の
が
、
新
版
で
は
、
第
四
篇
の
フ
ー
マ
字
引

き
の
著
者
引
得
か
ら
は
。
第
三
篇
の
頁
敷
が
出
る
様
に
な
っ
て
ゐ
る
所
が

先
づ
異
な
っ
て
ゐ
る
。
に

の
末
は
敷
日
前
に
到
着
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
ま
だ
全
部
に
は
眼

を
通
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
気
ぷ
っ
い
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
こ

こ
。
に
少
し
申
し
述
べ
て
お
か
う
。

　

釜
芦
の
「
所
収
日
本
期
刊
表
」
を
見
る
と
、
一
七
五
種
の
う
ち
、
約
四

十
種
が
論
集
で
あ
っ
て
、
賤
り
が
雑
誌
・
年
報
類
で
あ
り
（
こ
の
表
に
洩

れ
て
ゐ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
か
ら
宣
際
は
一
七
六
種
と
な
る
）
、
序
文
に
よ

る
と
燕
京
大
學
回
書
館
所
職
の
も
の
の
み
に
限
っ
た
と
い
ふ
。
な
か
な
か

-59-



306 

よ
く
集
ま
っ
て
ゐ
る
の
に
敬
服
す
る
が
、
や
は
り
霊
安
も
な
の
L
洩
れ
て

ゐ
る
の
も
限
に
つ
く
。
岩
波
講
座
「
常
感
」
が
牧
め
ら
れ
で
あ
る
が
、
た

と
ひ
こ
れ
は
洩
れ
て
ゐ
て
も
、
同
議
肢
の

「
東
洋
思
糊
」
は
是
非
政
録
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
「東
洋
文
化
史
大
系
」
が
は
い
っ
て
ゐ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
と
並
ん
で

「
世
界
歴
史
大
系
」
も
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら

う
。
桑
原
博
士
の
遺
稿
集
コ
一
部
の
う
ち
「
支
那
法
制
史
論
議
」
の
み
が
洩

れ
て
居
る
。
ま
た
「
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
蹴
鮮
史
論
議
」
が
見
あ
た
ら
な

い
。
雑
誌
・
年
報
で
は
「
純
裟
史
論
議
」
、
「
が
よ
向
問
診
論
議
」
、
「
考
古
製
」
‘

「賓
裳
」
、
「
南
方
土
俗
」
、
「
京
城
帝
大
史
堅
金
誌
」
、
「
愛
書
」
な
ど
あ
っ

て
よ
く
、
特
殊
な
も
の
だ
が
「
瓜
茄
」
や

「
祢
関
」
な
ど
も
あ
っ
て
ほ
し

、.
コ
こ0

・刀

て
主

務
版
で
は
所
載
雑
誌
の
鋭
敏
を
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
新
版
で

は
各
論
文
の
貰
附
け
が
詳
し
く
一
一
山
さ
れ
で
あ
っ
て
、
大
祭
親
切
で
あ
る
。

だ
が
閉
ざ
分
載
さ
れ
た
論
文
の
場
合
、
そ
れ
が
完
全
で
な
い
も
，の

も
あ

る。
ま
た
こ
の
新
版
に
は
書
評一
も
少
々
採
録
さ
れ
て
あ
る
の
は
誠
に
結
構
な

こ
と
ミ
思
ふ
。
だ
が
よ
く
見
る
と
そ
の
採
り
方
に
は
定
っ
た
標
準
が
な
い

様
で
あ
る
。
身
近
い
例
で
は
、
本
誌
第

一
巻
所
載
の
書
評
は
採
録
さ
れ
て

あ
る
が
、
第
二
巻
以
後
は
採
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

「
墜
央
銀
a

研
究
」
「
諸
問
盤
含

雑
誌
」
の
も
め
は
採
っ
て
あ
る
が
、
他
は
採
つ
て
な
い
様
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
醤
版
と
繁
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
だ
が
‘
「
分
類
篇
目
」

の
欄
は

「
関
脇
ナ
論
文
索
引
」
と
同
じ
分
類
法
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
も
と
も
と

こ
の
様
な
出
版
は
専
ら
利
用
者
の
便
宜
を
計
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
に
は
こ
の
こ
と
は
五
極
設
を
得
た
こ
と
ム
思
ふ
。

日
支
悶
聞
か
ら
出

て
ゐ
る
数
極
の
論
文
目
的
叫
が

一
々
異
な
っ
た
分
類
方
訟
を
持
っ
て
ゐ
る
こ

と
は
甚
だ
厄
介
で
、
そ
れ
等
に
馴
れ
る
ま
で
は
か
な
り
の
努
を
嬰
す
る
で

あ
ら
う
。
ま
た
、
数
種
の
目
録
を
一
時
に
繰
る
場
合
も
度
々
起
る
が
、
そ

ん
な
時
な
ど
、
か
う
い
ふ
の
は
す
こ
ぶ
る
都
合
が
好
い。

巻
末
の
ロ
ー
マ
字
引
き
著
者
索
引
は
、
難
か
し
い
日
本
人
の
名
を
な
か

な
か
よ
く
讃
ん
で
あ
る
。
日
本
人
の
名
前
の
よ
み
方
は
臼
木
人
に
さ
へ
も

判
ら
な
い
の
が
多
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
苦
努
も
大
抵
で
は
な
か
っ
た
と
は
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察
す
る
が
、
ま
だ
、
三
・
字
の
名
の
日
木
人
を
支
部
出
日
で
出
し
た
り
、
そ
の

他
い
ろ
い
ろ
不
行
間
の
多
い
の
が
限
に
つ
く
。
今

一
段
の
配
慮
が
望
ま
し

か
っ
た
。

新
版
に
は
日
本
史
や
日
本
語

・
文
接
関
係
の
篇
目
が
か
な
り
津
山
は
い

っ
て
ゐ
る
o
だ
が
そ
れ
等
は
ど
う
い
ふ
標
準
で
採
録
し
た
の
か
頗
る
諒
似

に
苦
し
む
。

最
後
に
、
全
飽
か
ら
み
て
、
こ
の
奮
の
編
纂
は
や
L
杜
燥
で
φ

め
る
と
一
衣

ひ
た
い
。

一
七
五
種
の
期
刊
の
八
年
分
か
ら
七
千
の
論
文
を
採
っ
た
の
で

は
充
分
と
は
一X
へ
な
い
。
厳
選
し
て
少
く
な
っ
た
の
な
ら
結
構
で
あ
る
が

ど
う
も
さ
う
は
云
へ
な
い
様
に
恩
ふ
。
そ
し
て

「
東
方
感
」
の
名
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
篇
目
が
随
分
多
く
牧
め
ら
れ
て
あ
る
。
ま
た
、
分
類
の
間
違



ひ
も
か
な
り
ひ
ど
い
。
一
々
一
一
一
一
面
っ
て
ゐ
て
は
際
艇
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、

少
々
の
例
を
持
ち
出
し
て
も
仕
方
が
な
い
か
ら
、
こ
与
に
は
一
切
一
式
は
な
ー

ぃ
。
と
に
か
く
篇
目
の
収
拾
と
分
類
と
の
賠
よ
り
一
疋
へ
ば
、
醤
版
よ
り
大

・
い
に
劣
っ
て
ゐ
る
。
か
う
し
て
第
こ
版
が
凶
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
数
年

す
れ
ば
第
三
版
も
ま
た
凶
る
計
撃
な
の
だ
ら
う
と
忠
ふ
。
を
の
際
に
は
十

分
の
周
到
さ
を
以
て
せ
ら
れ
ん
・
」
と
を
切
に
嬰
む
次
第
で
あ
る
。

〔
藤
枝

~ 
w 

唐
代
の
史
闘
争
思
想

金

井

之
小
記
者

昭
和
十
五
年
二
月
二
十
日
弘
文
公
脱
出
行

(
敬
養
文
庫
)
一
六
二
頁

金
井
氏
が
何
故
唐
代
を
回
以
り
上
げ
ら
れ
た
か
に
就
て
は
序
文
に
も
本
文

中
に
も
こ
れ
と
い
ふ
説
明
が
見
嘗
ら
な
い
。
序
文
に
「
支
那
史
墜
史
の
一

節
と
し
て
又
惰
唐
時
代
の
理
解
に
資
す
る
一
助
と
し
て
讃
ま
れ
る
こ
と
を

望
む
「
と
あ
る
だ
け
℃
ゐ
る
。
此
日
遁
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
は
鹿
片
い
は
支

那
史
筆
史
全
健
か
ら
し
て
確
か
に
最
も
重
姿
な
時
代
の
一
つ
で
あ
る
と
さ

れ
て
ゐ
る
。
一
言
に
し
て
言
へ
ば
唐
代
は
史
書
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
即
ち

正
史
と
い
ふ
も
の
が
一

一路完
成
し
て
了
ひ
同
時
に
行
き
づ
ま
っ
た
時
代
で

あ
る
o
疋
史
と
い
ふ
観
念
、
正
史
を
作
る
篤
の
刷
版
例
、
正
史
を
作
る
需
の
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史
館
の
組
織
等
ゆ
め
ら
ゆ
る
黙
に
於
て
唐
代
は
そ
れ
迄
の
時
代
の
集
大
成
の

時
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
後
の
時
代
に
於
て
は
支
那
の
史
墜
は
正
史
そ

の
も
の
で
は
も
は
や
何
等
見
る
べ
き
援
展
を
な
さ
ず
、
史
国
車
者
蓬
は
医
史

以
外
の
形
式
に
於
て
よ
り
多
く
活
躍
す
る
様
に
な
っ
た
。
遇
典
を
宗
と
す

る
一
群
の
類
書
と
通
鑑
を
加
と
す
る
編
年
鶴
及
ぴ
紀
事
木
末
恨
の
史
書
等

が
そ
の
主
な
る
形
式
で
あ
る
。
叉
唐
以
後
の
史
穆
者
は
史
曹
の
編
首
都
以
外

の
研
究
に
も
手
を
染
め
る
撲
に
な
っ
た
。
き
う
し
て
見
る
と
つ
ま
り
唐
代

は
一
般
史
に
於
て
も
さ
う
で
あ
る
如
く
渓
代
以
来
の
集
積
物
を
一
一
路
線
決

算
し
た
時
代
だ
と
い
へ
る
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
確
か
に
重
要
な
意
義
を

持
つ
時
代
で
は
あ
る
が
、
絞
っ
て
史
墜
史
研
究
者
の
切
賓
な
求
民
的
心
情

よ
り
す
れ
ば
こ
れ
は
必
ず
し
も
徐
り
興
味
あ
る
時
代
と
は
い
へ
な
い
。
何

故
な
ら
ば
そ
れ
は
史
墜
の
製
作
が
私
撰
よ
り
官
鑓
へ
、
何
人
の
手
よ
り
数

多
の
史
官
の
手
へ
移
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
正
史
が
著
述
よ

り
編
纂
物
へ
堕
落
し
た
時
代
で
あ
る
。
多
人
数
の
手
に
成
る
編
纂
-物
と
い

ふ
こ
と
に
な
れ
ば
一
貫
し
た
思
想
や
方
針
が
稀
務
に
な
る
の
は
品
目
同
然
で
あ

る
。
編
纂
の
震
の
義
例
が
登
淫
し
た
の
は
こ
の
弊
需
を
な
る
べ
く
少
く
し

よ
う
と
す
る
努
力
の
表
れ
に
外
な
ら
な
い
が
併
し
何
と
い
っ
て
も
編
纂
物

は
つ
い
に
編
纂
物
に
渇
き
な
い
。
個
人
の
優
れ
た
史
観
が
そ
こ
に
鮮
明
に

表
は
れ
る
こ
と
な
ど
は
求
め
る
方
が
無
理
で
あ
る
。
劉
知
幾
の
史
遁
は
史

館
に
於
け
る
編
纂
の
義
例
の
現
想
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
唐
代
(
特
に
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初
唐
)
史
曲
学
界
の
代
問
問
者
の
翻
が
あ
る
が
、
彼
の
立
場
が
史
館
の
編
纂
物

を
目
標
と
す
る
限
り
五
口
々
の
興
味
も
自
ら
限
ら
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。


