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へ
　
　
【
要
約
目
　
本
稿
は
紀
州
藩
の
村
に
つ
い
て
そ
の
集
落
構
成
を
主
と
し
て
日
高
川
流
域
を
例
に
と
り
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
村
が
一
集
落
か
ら
成
る
場

～　

№
ﾍ
別
と
し
て
、
幾
つ
か
の
集
落
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
構
成
集
落
を
小
名
と
呼
ん
だ
。
そ
の
場
合
に
近
接
す
る
小
名
の
集
合
村
と
遠
く
　
》

　
離
れ
て
散
在
す
る
小
名
の
連
合
村
と
の
二
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
小
名
は
同
格
で
あ
る
が
、
後
者
の
小
名
は
一
つ
を
本
村
小
名
と
呼
び
、
他
は
そ
れ
に
　
へ

摩
す
・
関
係
に
あ
っ
た
．
呈
の
よ
長
蓼
書
す
・
小
名
の
外
層
村
の
外
の
集
景
象
・
れ
な
が
ら
、
素
的
に
竺
村
の
中
に
曇
れ
て
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ご
う

　
扱
わ
れ
る
小
名
が
あ
っ
た
。
か
か
る
小
名
は
従
属
す
る
村
を
本
村
と
呼
ん
だ
。
従
属
小
名
が
年
貢
納
入
上
単
位
集
落
を
な
せ
ば
こ
れ
を
畑
島
と
呼
ん
だ
。
枝
　
｝

璽
に
は
小
名
絡
の
・
の
・
籍
の
・
の
・
が
あ
っ
た
．
本
村
・
籍
蕪
の
関
係
を
内
わ
け
村
・
呼
ん
だ
．
　
　
　
　
　
｝

前
　
　
書

　
紀
州
に
お
け
る
藩
政
時
代
の
村
の
集
落
構
成
を
考
察
す
る
際
に
重
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
な

要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
小
名
及
び
枝
郷
と
言
う
用
語
が
見

ら
れ
る
。
し
か
し
小
名
及
び
枝
郷
の
指
す
意
味
に
つ
い
て
は
ま
だ
明

確
な
解
釈
が
下
さ
れ
て
お
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
少
し
で
も

は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
言
う
の
が
本
考
察
の
主
要
な
狙
い
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
主
と
し
て
日
高
川
流
域
を
取
上
げ
た
の
は
こ
の
流
域
が
特

に
異
色
あ
る
地
域
を
な
す
か
ら
と
言
う
の
で
は
な
く
、
紀
州
の
全
域

を
考
察
す
る
代
り
の
一
つ
の
代
表
的
地
域
と
し
て
取
上
げ
た
ま
で
で

　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
日
高
川
は
紀
州
の
最
高
峯
。
護
摩
ノ
壇
岳
（
一
三
七
〇
m
）
に

　
　
　
さ
ん
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
か
わ

発
し
、
山
路
の
谷
を
流
れ
、
寒
州
と
初
湯
川
の
支
流
を
合
し
、
白
馬

と
真
妻
の
連
山
の
問
を
曲
り
く
ね
り
、
御
坊
平
野
（
日
高
平
聯
）
に
お

い
て
海
に
淀
ぐ
。
こ
の
平
野
は
紀
ノ
川
平
野
に
次
ぐ
紀
州
第
二
の
平
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野
で
あ
為
が
、
こ
の
平
野
以
外
の
流
域
は
余
り
高
く
は
な
い
が
山
ま

た
山
を
な
し
、
そ
こ
を
他
の
紀
州
の
河
川
と
同
様
に
著
し
い
穿
入
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

流
を
な
し
て
流
れ
て
い
る
。
続
風
土
記
に
も
日
高
川
を
指
し
て
「
屈

曲
最
多
く
し
て
年
号
大
小
腸
を
画
く
に
似
た
り
、
郡
上
の
離
村
皆
野

川
の
屈
曲
に
従
ひ
て
村
居
を
な
す
、
其
余
小
当
村
居
を
な
す
も
の
別

に
論
ず
る
に
足
ら
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
本
考
察
で
日
高
川
流
域
と
し
て
取
上
げ
た
の
は
藩
政
の
大
庄
屋
組

　
　
　
　
　
　
　
に
ゆ
う
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
だ
　
　

な
か
さ
ん
ち
ゅ
う
　
　
さ
ん
じ

か
ら
見
て
志
賀
・
入
山
。
江
川
・
天
田
・
中
山
中
・
山
地
の
六
組

が
占
め
る
範
囲
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
に
は
自
然
地
理
的
な
日
高
川
流

域
の
外
に
小
河
川
の
由
良
川
の
流
域
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
日
高
川
流
域
に
は
衣
奈
か
ら
日
ノ
岬
ま
で
の
り
ア
ス

式
の
屈
曲
を
な
す
海
岸
を
含
む
こ
と
と
す
る
。

　
以
下
の
説
明
の
便
宜
上
、
流
域
を
さ
ら
に
上
流
・
中
流
・
下
流
域

に
分
つ
こ
と
と
し
た
。
地
理
学
的
に
は
問
題
が
存
す
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
簡
単
に
今
日
の
市
町
村
区
劃
に
従
っ
て
次
の
よ
う
に
区
分
を

行
っ
た
。

　
上
流
域
一
帯
神
村
・
美
山
村

　
中
流
域
－
中
津
村
・
川
辺
町

　
下
流
域
一
御
坊
市
・
美
浜
町
・
日
高
町
・
由
良
町

　
こ
の
区
分
に
よ
れ
ば
上
流
域
に
は
本
流
の
山
路
の
谷
と
支
流
の
寒

川
及
び
初
湯
川
の
谷
が
、
中
流
域
に
は
白
馬
と
幻
妻
の
連
山
が
比
較

的
に
近
接
し
て
日
高
川
を
挾
ん
ぞ
い
る
地
域
、
即
ち
屈
曲
の
特
に
著

し
い
地
域
が
下
流
域
に
は
本
流
と
そ
の
河
口
で
合
す
る
西
川
と
が
作

る
御
坊
平
野
及
び
衣
奈
か
ら
志
賀
の
海
岸
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

村
を
構
成
す
る
小
名

　
藩
政
時
代
の
一
村
は
一
集
落
を
な
す
場
合
が
多
い
が
、
ま
た
一
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
し
て
多
数
の
集
落
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
少
く
な
い
。

紀
州
の
よ
う
な
山
岳
重
畳
の
地
勢
で
は
こ
の
傾
向
が
特
に
著
［
し
い
。

一
村
の
集
落
構
成
を
見
た
場
合
に
次
の
三
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
A
　
一
塊
状
の
家
屋
集
合
を
な
し
て
い
る
場
合

　
B
集
落
が
点
在
す
る
塊
を
な
し
な
が
ら
そ
の
間
は
家
の
連
り
が

全
く
は
途
切
れ
て
は
い
な
い
も
の
。

　
C
　
集
落
は
点
在
し
、
全
く
途
切
れ
た
塊
状
を
な
し
て
い
る
も
の
。

　
以
上
ご
一
種
の
集
落
型
に
お
い
て
B
及
び
C
の
点
在
す
る
集
落
を
藩

政
時
代
に
小
名
と
呼
ん
だ
。
平
凡
社
大
辞
典
で
は
「
小
名
と
は
字
の

別
称
」
と
あ
る
。
し
か
し
藩
政
時
代
に
も
字
の
用
語
は
盛
ん
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
字
と
小
名
と
は
指
す
意
味
が
少
し
違
っ
て
い
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縣

た
。
字
は
土
地
（
耕
地
を
含
む
）
を
指
す
場
合
に
、
小
名
は
集
落
そ
㎎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷

れ
自
体
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
続
風
土
記
の
徽

饗
学
籍
の
説
明
に
禽
て
も
蘂
原
は
小
名
東
光
寺
の
辺
の
櫓

字
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即

下
簸
に
属
す
・
銀
簾
谷
静
西
川
の
谷
に
沿
っ
て
山
・
∴

尾
崎
原
・
中
村
・
中
・
下
の
五
小
名
を
な
し
て
集
落
は
点
在
し
、
し
彫
　
　
陪

奪
の
饗
の
連
・
は
舎
途
切
寒
も
の
で
は
・
な
か
っ
た
よ
篇

局
編
影
韓
擁
麗
瀞
鴛
一
差
麟

裏
・
橘
・
驚
の
五
小
名
を
芒
、
・
琶
は
全
く
分
母
て
そ
れ
獅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉢

そ
れ
塊
状
の
集
落
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
C

型
ぞ
あ
る
。
極
く
大
ざ
つ
ば
に
見
て
A
型
は
リ
ア
ス
式
海
岸
の
漁
村

や
平
野
の
村
に
比
較
的
多
く
、
B
・
C
型
は
河
谷
の
村
に
多
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

二
　
村
に
従
属
す
る
小
名

　
以
上
の
よ
う
な
小
名
を
「
村
を
構
成
す
る
小
名
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

こ
れ
と
は
や
や
別
種
に
看
敏
さ
れ
る
も
の
で
、
　
「
村
に
従
属
す
る
小

名
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
が
存
す
る
。
た
と
え
ば
続

一＠
！卜三鷹枝郷

従属小名

・＼ご／　＼△
’構成小名

｛3｝本村，村格鼓郷及び従属小名の関係

村格二郷

ft一・　fi　，／1　NX

lli［｛iil］i

／
従属小名　△

村格枝郷△
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△

風
土
記
に
よ
れ
ば
小
池
荘
吉
原
村
は
「
村
三
つ
に
分
れ
、
西
。
中
。

東
と
い
ふ
。
村
の
南
二
町
営
に
あ
る
を
小
名
新
講
と
い
ふ
」
と
あ
る
。

即
ち
西
。
中
・
東
は
吉
原
村
を
構
成
す
る
小
名
ぞ
あ
P
、
新
選
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ

の
村
に
従
属
す
る
小
名
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
牟
婁
郡
岩
田
郷
朝

そ来
村
に
は
上
・
下
・
金
屋
・
干
束
・
大
内
谷
の
五
小
名
が
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
う
ち
ぞ
上
・
下
。
金
屋
の
三
小
名
は
村
居
が
連
っ
て
朝
来

村
を
構
成
し
、
干
束
と
大
内
谷
の
二
小
名
は
村
か
ら
や
や
離
れ
た
と
［

こ
ろ
に
位
亡
し
、
朝
来
村
を
本
村
と
呼
ぶ
従
属
小
名
を
な
し
て
い
た
。



紀州における藩政の村の集落構成と内わけ村（近藤）

　
村
に
従
属
す
る
小
名
と
は
村
と
呼
ぶ
に
は
小
さ
過
ぎ
る
集
落
ぞ
、

年
貢
納
入
上
は
単
位
以
下
の
集
落
と
し
て
取
扱
れ
、
そ
の
石
高
は
従

属
す
る
村
の
高
に
書
加
え
ら
れ
て
い
た
・
も
の
ぞ
あ
る
。
年
貢
の
こ
と

の
み
で
な
く
、
そ
の
他
の
一
般
生
活
で
も
本
村
庄
屋
の
支
配
下
に
あ

っ
た
よ
う
で
、
従
っ
て
今
日
の
用
語
を
以
て
す
れ
ば
本
村
と
従
属
小

名
と
を
合
し
て
一
行
政
村
が
成
立
す
る
と
で
も
言
う
べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
る
。

　
南
紀
徳
川
史
第
一
〇
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
御
領
野
馳
高
並
村
名

⑥帳
（
以
下
こ
れ
を
単
に
村
名
帳
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
　
に
お
い
て
は
、
大

庄
屋
組
別
に
、
あ
る
い
は
郡
別
に
村
数
を
集
計
す
る
際
に
、
　
「
何
ケ

村
、
外
に
小
名
何
ケ
所
」
と
し
て
従
属
す
る
小
名
の
み
を
集
め
て
村

数
外
に
計
算
し
て
い
る
。

　
小
名
は
従
属
す
る
村
を
本
村
と
呼
ぶ
。
前
に
挙
げ
た
村
を
構
成
す

る
小
名
の
間
に
は
原
則
と
し
て
は
塞
村
ど
呼
ぶ
関
係
は
存
し
な
い
。

本
村
高
の
中
に
は
必
ず
従
属
す
る
小
名
の
石
高
も
含
め
ら
れ
て
い
る

が
、
続
風
土
記
な
ど
で
村
翁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
戸
数
の
点
に
な
る

と
、
従
属
す
る
小
名
の
分
ま
で
含
め
た
も
の
か
、
本
村
の
分
の
み
で

あ
る
の
か
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
本
村
と
従
属
小
名
の
関
係
は
親
村
と

子
村
の
関
係
ぞ
あ
が
、
必
ず
し
も
そ
の
小
名
の
成
立
が
す
べ
て
本
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
の
出
村
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
集
落
の
規
摸
に
お
い
て

本
村
よ
り
も
小
名
は
小
さ
い
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
稀
に
は
逆
に
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

名
の
方
が
本
村
よ
り
も
大
き
く
立
派
な
集
落
を
な
す
場
合
も
存
す
る
。

ま
た
小
名
は
一
本
村
に
従
属
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
時
に
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

小
名
に
し
て
二
村
に
従
属
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
紀
州
で
は
山
間
漢
谷
の
小
集
落
を
指
し
て
古
く
か
ら
垣
内
と
呼
ぶ

風
が
あ
っ
た
。
日
高
川
方
面
で
は
今
日
で
も
幾
分
こ
の
風
が
残
っ
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
藩
政
時
代
に
村
民
周
の
通
称
と
し
て
の
み
呼

ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
式
用
語
と
し
て
は
小
名
の
一
方
し
か
用

い
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
紀
州
で
も
高
野
寺
領
で
は
公
式
用
語
と
し

て
も
小
名
よ
り
は
寧
ろ
壇
内
の
方
が
よ
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
よ

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
た
＠

う
で
あ
る
。
ま
た
集
落
を
指
し
て
新
田
と
か
黒
田
な
ど
の
用
語
が
あ

る
。
こ
れ
は
集
落
の
成
立
や
性
暫
ハ
か
ら
見
て
の
呼
び
名
で
あ
っ
て
、

村
制
上
の
集
落
の
格
を
雷
う
の
と
は
ま
た
立
場
の
違
う
名
称
で
あ

る
。
新
田
や
皮
田
に
し
て
も
村
制
上
の
格
か
ら
呪
え
ば
あ
る
も
の
は

村
に
当
り
、
あ
る
屯
の
は
小
名
に
当
る
。
こ
の
際
に
小
名
新
田
何
女
、

小
名
黒
田
何
々
と
丁
寧
に
呼
ぶ
代
り
に
、
小
名
を
略
し
て
簡
単
に
新

田
何
々
、
皮
田
何
た
と
呼
ぶ
場
合
が
多
い
。
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三
　
小
名
の
み
の
連
合
村

　
河
を
遡
っ
て
上
流
に
進
み
、
本
流
の
河
谷
が
貧
弱
と
な
る
に
つ
れ

て
支
流
の
漢
谷
へ
小
集
落
が
散
布
す
る
傾
向
が
著
し
く
な
る
。
か
よ

う
な
場
合
は
広
い
範
囲
に
ち
ら
ば
る
集
落
を
小
名
と
し
、
そ
れ
を
集

め
て
一
村
名
を
与
え
て
い
る
。
こ
ん
な
村
に
は
続
風
土
記
で
は
村
名

の
下
に
「
村
居
何
ケ
所
に
分
れ
、
各
小
名
あ
り
」
と
註
記
し
て
あ
る
。

か
よ
う
な
小
名
の
み
の
連
合
村
の
揚
合
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
前

に
挙
げ
た
村
を
構
成
す
る
小
名
と
同
性
質
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
し
か
し
藩
政
時
代
に
は
こ
れ
を
村
に
従
属
す
る
小
名
と
同
種
に

取
扱
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
村
名
帳
で
は
村
数
集
計
の
際
に
小
名
の

み
の
連
合
村
も
普
通
の
村
の
如
く
一
村
と
し
て
数
え
、
さ
ら
に
連
合

す
る
そ
の
村
の
総
て
の
小
名
を
そ
の
他
の
従
属
小
名
と
一
緒
に
集
計

し
て
村
数
外
と
し
、
　
「
外
に
小
名
何
ケ
所
」
と
数
え
て
い
る
。

　
村
を
構
成
す
る
小
名
の
場
合
は
た
と
え
点
在
す
る
と
言
っ
て
も
近

接
し
て
集
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
常
の
生
活
が
一
村
と
し
て
の
ま
と

ま
り
を
以
て
営
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
小
名
の
連
合
村
の
場
合

は
そ
の
小
名
は
離
れ
た
位
置
に
散
在
し
、
個
々
の
小
村
と
し
て
の
生

活
の
連
合
体
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
小
名
連
合
村
の
場
合
は
そ
の
う

ち
の
一
小
名
を
本
村
と
呼
び
、
そ
の
他
の
小
名
は
そ
れ
に
従
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

関
係
に
あ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
た
と
え
ば
寒
川
荘
串
本
村
は
「
小

名
一
〇
ケ
所
あ
り
、
小
名
中
藪
を
本
村
と
す
る
」
。
　
あ
る
い
は
同
異

　
　
　
　
　
⑭

下
甲
斐
野
川
村
は
「
小
名
四
ケ
所
あ
り
、
小
名
大
瀬
を
以
て
本
村
と
、

す
る
」
と
あ
る
。
続
風
土
記
に
よ
れ
ば
小
名
連
A
口
村
と
看
倣
さ
れ
る

村
で
あ
っ
て
、
本
村
小
名
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ

れ
は
そ
の
記
載
を
お
と
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
本
村
小
名
の
無
い

ま
ま
の
小
名
連
合
村
が
存
在
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

四
　
流
域
に
お
け
る
本
村
と
従
属
小
名
の
分
布

　
要
す
る
に
紀
州
に
お
け
る
藩
政
の
村
に
は
A
従
属
小
名
を
有
し
な

い
村
、
B
従
属
小
名
を
有
す
る
村
、
C
小
名
の
み
の
連
合
を
な
す
村

の
三
種
が
あ
っ
た
。
日
高
川
流
域
ぞ
は
下
流
域
と
中
流
域
と
は
と
も

に
同
じ
く
A
が
八
割
、
B
が
二
割
、
C
は
な
し
と
言
う
割
合
を
な
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
上
流
域
に
な
る
と
A
が
四
割
、
B
が
二
割
、

C
が
四
割
の
割
合
を
な
し
て
い
た
。
B
の
場
合
の
従
属
す
る
小
名
数

は
下
流
・
中
流
・
上
流
域
と
竜
に
何
れ
も
平
均
し
て
一
本
村
当
り
一
・

ニ
ケ
所
程
度
で
あ
っ
た
。
C
の
場
合
は
平
均
し
て
一
村
当
り
連
合
す

る
小
名
数
は
六
ケ
所
と
な
っ
て
い
る
。
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五
　
小
名
格
三
郷

　
小
名
は
村
野
上
特
に
意
味
を
有
す
る
単
位
集
落
で
は
な
い
か
ら
、

ど
ん
な
に
小
さ
な
集
落
に
で
も
小
名
を
付
し
て
呼
ん
で
も
別
に
支
障

は
な
い
。
し
か
し
従
属
す
る
小
名
の
中
で
も
有
力
な
も
の
、
あ
る
い

は
本
村
か
ら
遠
く
離
れ
て
幾
分
縁
の
薄
い
も
の
は
自
分
の
村
高
を
は

っ
き
り
さ
せ
て
年
貢
の
分
担
責
任
額
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
よ
う
に
な
る
。
今
度
の
旦
局
川
の
調
査
に
当
っ
て
手
に
す
る
こ
と

の
で
き
た
新
し
い
史
料
「
元
禄
一
一
年
・
御
絵
図
御
用
に
付
日
高
鄭

　
　
　
⑬

書
上
帳
」
　
（
以
下
こ
れ
を
簡
単
に
日
高
郡
書
上
帳
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
に

よ
れ
ば
か
よ
う
な
内
わ
け
単
位
を
「
内
わ
け
免
」
と
呼
ん
で
い
る
。

即
ち
「
本
村
商
量
内
わ
け
免
」
、
「
御
免
定
壱
本
何
ケ
所
内
わ
け
免
」

な
ど
と
記
し
て
あ
る
。

　
藩
と
し
て
は
村
に
対
す
る
免
一
本
を
は
っ
き
り
定
め
て
置
け
ば
、

そ
の
村
の
中
の
従
属
小
名
が
内
わ
け
免
を
な
そ
う
と
な
す
ま
い
と
そ

れ
程
問
題
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
内
わ
け
免
は

勝
手
に
定
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
　
「
内
わ
け
免
に

出
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
藩
に
願
出
て
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
か
よ
う
な
内
わ
け
免
を
な
す
従
属
小
名
を
枝
郷
又
は
枝

村
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
高
野
寺
領
で
は
多
数
の
院
領
が
小
さ
く
分
割
さ
れ
て
小
名
単
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

割
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
小
名
は
年
貢
上
そ
れ
ぞ
れ
責
任
単
位
を

な
し
、
従
っ
て
小
名
と
枝
郷
と
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
意
味
に
用

い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
紀
州
藩
領
で
は
小
名
の
う
ち
の
若

⑰干
が
甘
撚
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
面
懸
は
単
に
年
貢
に
対
す
る
内
わ
け

免
と
言
う
の
み
で
な
く
、
村
の
生
活
の
一
般
に
お
い
て
も
普
通
の
従

属
小
名
よ
り
は
独
立
性
が
強
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
枝

郷
は
「
準
村
」
と
ぞ
も
呼
ば
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
村
名
帳
に
よ
れ
ば
紀
州
で
も
南
部
の
地
方
に
な
る
程
、
即

ち
牟
戸
口
熊
野
、
奥
熊
野
、
あ
る
い
は
田
辺
領
で
は
小
名
が
枝
郷
と

な
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
紀
南
に
な
る
ほ
ど
有

力
な
小
名
集
落
が
存
し
た
と
言
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
集
落

そ
れ
自
体
は
紀
北
よ
り
も
貧
弱
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
山

岳
地
勢
の
復
雑
な
た
め
に
従
属
小
名
の
本
村
よ
り
の
分
離
性
が
強
か

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
日
高
用
流
域
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
た

め
か
小
名
甲
州
郷
の
少
い
と
こ
ろ
で
、
最
も
上
流
の
下
宮
代
村
に
橘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

川
の
一
ヶ
所
が
見
当
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
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紀州における藩政の村の集落構成と内わけ村（近藤）

六
　
旧
格
三
郷

　
以
上
の
よ
う
な
下
郷
が
発
展
し
て
庄
屋
も
置
か
れ
、
村
名
を
以
て

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
村
制
上
○
村
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す

る
。
し
か
し
藩
と
し
て
は
年
貢
徴
収
上
の
安
定
性
か
ら
か
で
き
る
だ

け
元
村
の
一
本
免
の
下
の
内
わ
け
免
に
留
め
て
置
く
方
針
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
　
か
よ
う
な
元
村
一
本
石
の
下
の
内
わ
け
免
の
村
を

「
内
わ
け
村
」
と
も
呼
ん
だ
。
内
わ
け
村
の
用
語
は
日
高
郡
書
上
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
も
、
ま
た
そ
れ
よ
り
古
い
史
料
の
延
宝
の
日
高
鑑
に
も
多
ぐ
見
当

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
わ
け
村
の
結
合
を
組
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
組
と
呼
ぶ
用
語
は
こ
の
外
に
大
庄
屋
区
を
指
し
て
組
、
あ
る
い

は
村
を
構
成
す
る
小
名
に
型
名
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
も

あ
り
、
色
々
の
場
A
口
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
紛
ら
わ
し

い
の
で
内
わ
け
村
の
結
合
は
組
と
呼
ぶ
こ
と
の
外
に
ま
ず
元
村
名
を

挙
げ
て
「
何
村
何
ケ
村
」
と
呼
ぶ
風
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
組
村
構
成
に
お
い
て
も
親
村
を
本
村
又
は
本
郷
と
呼
び
、
子

村
を
枝
郷
又
は
枝
村
と
呼
ん
だ
。
従
っ
て
同
じ
枝
管
と
呼
ば
れ
て
も

そ
の
中
に
は
前
に
挙
げ
た
小
名
浜
の
も
の
と
こ
こ
に
挙
げ
た
村
格
の

も
の
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
岡
じ
く
本
村
と
呼
ば
れ
て
も
一
村

構
成
中
の
従
属
小
名
に
対
す
る
本
村
と
、
組
村
構
成
に
お
け
る
旧
格

枝
郷
に
対
す
る
本
村
と
ぞ
は
立
場
が
異
る
。
た
と
え
ば
日
高
川
上
流

　
　
か
い
ぜ
⑳

域
の
皆
瀬
組
（
皆
瀬
五
ヶ
村
）
は
皆
瀬
・
阿
田
木
・
下
露
方
・
愛
川
・
上
初

湯
州
〇
五
ケ
村
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
で
愛
川
村
に

は
李
、
上
初
湯
川
村
に
は
中
庄
な
ど
と
呼
ば
れ
る
従
属
小
名
が
あ
っ

た
。
そ
れ
で
李
は
愛
川
村
を
本
村
と
呼
び
、
中
庄
は
上
初
湯
川
村
を

本
村
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
愛
川
村
と
上
初
湯
川
村
は
皆
瀬
村

を
本
村
と
呼
ん
だ
。
ま
た
維
村
構
成
村
中
に
小
名
格
枝
郷
を
有
す
る

村
が
あ
る
と
岡
じ
枝
骨
と
呼
ば
れ
な
が
ら
そ
の
従
属
関
係
が
紛
ら
わ

し
い
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
日
高
鑑
に
よ
る
に
日
高
川
中
流
域
の

　
　
　
⑳

高
津
尾
村
は
本
村
・
尾
曾
・
小
原
長
滝
・
広
野
・
広
瀬
・
井
佐
野
川

の
六
ケ
所
の
内
わ
け
免
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
一
本
免
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
六
ケ
所
は
本
村
を
除
き
村
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
全

部
が
小
名
多
枝
郷
と
男
工
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
し
か
し
庄
屋

が
三
名
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て
、
正
確
に
言
え
ば
一
本
村

と
二
村
格
点
郷
と
そ
の
何
れ
か
に
従
属
す
る
三
小
名
格
枝
郷
と
か
ら

構
成
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は

そ
の
構
成
関
係
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
続
風
土
寵
で
は
枝
郷
は
村
誌
の
も
の
に
限
っ
て
載
せ
、
小
名
格
の
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も
の
は
単
に
小
名
と
呼
び
、
普
通
の
小
名
と
区
別
し
て
い
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
村
名
帳
ぞ
は
浦
郷
は
画
格
・
小
名
格
の
両
考
を
含
み
、

村
数
集
計
の
際
は
両
老
と
も
に
養
蜂
外
に
計
算
し
て
い
る
。
続
風
土

　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
で
は
紀
州
全
域
村
数
一
二
六
七
ケ
村
、
内
枝
郷
四
一
ケ
村
と
あ
る

の
に
対
し
て
、
村
名
帳
ぞ
は
＝
一
四
六
ケ
村
、
外
に
升
目
二
二
九
ケ

所
と
数
え
て
い
る
。

七
　
流
域
に
お
け
る
枝
郷
の
分
布

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
日
高
川
流
域
は
小
名
格
枝
郷
が
少
く
て
上
流

域
に
て
一
ケ
所
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
村
格
枝
郷
は
紀
州
で
も
比

較
的
に
豊
富
な
地
域
で
あ
る
。

続風土記による紀州の村数

郡著扇数膿郷

名輯116017
463海士i

3

那賀〃　　　　174

伊都〃

在田〃

88

！38

17

10

日高〃

牟婁〃

194

450

4ユ

旦
局
川
流
域
ぞ

は
続
風
土
記
と

村
名
帳
と
で
枝

郷
と
し
て
挙
げ

る
村
に
大
差
な

い
。
た
だ
中
流

域
の
高
津
尾
村

に
属
す
る
五
ケ
村
を
続
風
土
記
の
日
高
郡
総
論
の
村
名
一
覧
で
は
単

に
分
村
と
記
し
て
い
る
が
、
、
村
名
帳
で
は
枝
郷
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。
し
か
し
続
風
土
記
で
も
村
別
の
説
明
の
箇
所
で
は
望
郷
の
用
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
村
は
枝
郷
と
看
帯
す
こ
と
と

す
る
。
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流
域下中上

本
　
村

阿
戸
村

里
　
　
村

和
田
浦

北
塩
屋
浦

土
生
村

山
野
村

鳥
津
尾
村

皆
瀬
村

初
湯
川
村

三

郷

天入横網
田山浜代
村村村村
猪
野

k
村

鐘
巻
村
藤
井
村

童
内
川
村
　
大
滝
用
村

伊
佐
野
用
村
尾
曾
村

小
熊
村
　
千
津
川
村

薫
野
川
村
齢

広
瀬
村
中
木
村
小
原
長
滝
村

阿
田
木
村
　
下
越
方
村

笠
松
村
猪
谷
村

愛
川
村
上
初
湯
用
村

　
本
・
枝
道
か
ら
成
る
組
村
は
上
・
中
・
下
流
域
に
わ
た
っ
て
見
ら

れ
る
。
た
だ
下
流
の
も
の
は
構
成
村
数
が
少
く
、
中
流
・
上
流
域
の

も
の
は
そ
の
母
数
が
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
上
流
域
に
属
す
る
も

の
と
し
て
二
つ
の
十
村
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
流
域
と

言
っ
て
も
中
流
域
に
隣
接
し
た
地
域
で
あ
り
、
最
も
上
流
の
小
名
連

合
村
の
多
い
地
域
に
な
る
と
本
・
枝
郷
の
組
村
は
ほ
と
ん
ど
兇
ら
れ
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な
い
α

　
下
流
域
に
属
す
る
組
村
は
だ
い
た
い
海
岸
村
と
そ
の
奥
に
接
す
る

水
田
村
と
の
結
付
き
で
あ
る
。
即
ち
浜
方
と
地
方
と
の
関
係
で
あ
っ

て
、
前
老
を
本
村
と
し
、
後
者
を
枝
郷
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

そ
の
逆
の
場
合
も
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
中
流
域
・
上
流
域
に
属
す
る
組
村
は
比
較
的
に
有
力
な
支
流
が
本

流
に
注
ぐ
辺
り
で
、
そ
の
合
流
点
付
近
の
村
を
本
村
と
し
、
そ
の
付

近
の
本
流
沿
い
の
村
及
び
支
流
の
村
を
傍
点
と
し
て
い
る
の
が
一
般

で
あ
る
。
地
勢
的
に
見
て
水
利
関
係
、
交
通
関
係
に
お
い
て
密
接
な

関
係
を
有
し
た
ぞ
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
村
の
結
合
で
あ
る
。
本
・
枝

郷
の
器
量
は
藩
政
時
代
に
お
い
て
年
貢
の
こ
と
以
外
の
村
の
生
活
で

如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
か
を
今
後
調
査
し
て
見
た
い
と
思
う
。

八
流
域
に
お
け
る
本
・
三
郷
三
三
の
歴
史

　
本
。
枝
郷
関
係
の
起
原
に
ま
で
及
ぶ
に
は
中
世
に
ま
で
遡
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
慶
長
以
降
の
歴
史
を
見
る

こ
と
に
止
め
て
お
く
。

　
天
正
に
お
け
る
秀
吉
の
爾
征
ま
で
は
紀
州
に
は
大
小
雑
多
な
土
豪

　
　
　
　
　
⑳

的
勢
力
が
散
在
し
て
い
だ
。
日
高
川
流
域
で
は
下
流
域
に
湯
川
が
い

て
．
こ
の
地
方
で
の
最
も
大
き
な
勢
力
を
な
し
て
い
た
σ
そ
の
他
．

中
流
域
に
は
玉
置
、
上
流
域
に
は
寒
川
と
山
地
の
豪
族
が
い
て
そ
の

所
領
を
分
っ
て
い
た
。
秀
吉
の
統
一
後
最
初
に
紀
州
を
領
し
た
羽
柴

秀
長
の
時
代
は
そ
の
事
情
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
な
い
。
関
ケ
原
役

後
紀
州
に
は
浅
野
が
封
ぜ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
浅
野
の
時
の
検
地
帳
、
即
ち
慶
長
の
検
地
帳
に
よ
れ
ば
日
高
川
流

域
に
は
下
流
域
に
四
一
村
、
中
流
域
に
三
二
村
、
上
流
域
に
二
三
村
、

計
九
六
村
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
名
中
に
は
藤
ノ
川
伊

藤
川
村
、
吉
川
平
川
村
、
笠
松
宇
婦
井
猪
谷
の
如
く
既
に
存
し
た
村

名
を
集
め
て
便
宜
的
に
一
村
と
し
て
掲
げ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見

当
る
。
ま
た
上
流
域
に
属
し
て
谷
瀬
組
村
と
言
う
村
名
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
既
に
存
し
た
組
村
を
以
て
一
村
と
し
て
掲
げ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
中
世
末
頃
か
ら
数
ケ
村
が
共
同
の
利
害
の
た
め
に
団
結
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

組
村
を
構
成
す
る
風
が
広
く
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
日
高
川
流

域
で
も
か
よ
う
な
風
が
慶
長
以
前
か
ら
既
に
存
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
浅
野
は
大
庄
屋
区
を
設
定
す
る
際
に
多
く
は
歴
史
的
な
庄
区
に
従

　
　
⑳

つ
て
い
る
が
、
時
に
は
組
名
を
付
し
た
新
た
な
区
を
設
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
日
高
川
上
流
域
の
寒
川
の
所
領
は
寒
川
谷
組
に
、
山
地
の
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所
領
は
山
路
谷
組
に
ま
と
め
て
い
る
。
か
よ
う
に
大
庄
痩
目
と
し
て

六
名
が
存
す
る
た
め
に
そ
れ
と
紛
わ
し
い
か
ら
村
名
と
し
て
の
紐
名

は
で
き
る
だ
け
避
け
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
谷
瀬

竹
村
な
ど
の
村
名
が
残
フ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
点
て
、
そ
の
他
の
普

通
の
村
名
中
に
も
実
は
組
村
で
あ
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
せ
ら
れ
る
。

　
凱
伐
野
伊
か
安
鋤
瓜
幽
広
島
に
［
移
封
せ
ら
山
ル
た
後
、
　
一
一
和
五
年
（
一
六
一
九
）

に
徳
川
頼
宣
が
入
国
し
た
。
徳
川
藩
に
な
っ
て
の
当
初
の
頃
を
知
る

適
当
な
史
料
が
見
当
ら
な
い
が
、
入
国
か
ら
六
〇
年
を
経
た
延
宝
六

年
（
一
六
七
八
）
の
日
高
鑑
に
よ
る
に
、
徳
川
以
後
の
日
高
川
流
域
に

お
け
る
完
全
な
独
立
村
と
し
て
の
分
村
は
案
外
に
そ
の
例
が
少
な
い
。

．
下
流
域
に
て
三
村
が
七
夕
に
、
中
流
域
に
て
一
村
が
二
村
に
分
村
し

て
い
る
の
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
下
流
域
の
も
の
は
だ
い
た
い
リ
ア

ス
式
の
湾
奥
の
漁
村
が
そ
れ
ぞ
れ
分
村
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
流
域

の
も
の
は
藤
ノ
川
伊
藤
川
村
と
し
て
低
い
峠
を
挾
ん
で
両
側
め
漢
画

の
村
を
一
村
扱
い
に
し
て
い
た
も
の
が
二
村
に
分
立
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
準
分
村
と
で
も
言
う
べ
き
内
わ
け
村
と
し
て
の
分

村
は
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
。

…
劃
総
構
≡
【
巨
…
摂
≡
≡
…
口
「
門
＝
≡
弓
…
籔

　
　
安
戸
村
阿
戸
弐
ケ
村
（
阿
戸
村
　
網
代
浦
）

　
　
里
　
村
皿
弐
ケ
村
（
里
村
横
浜
沸
）

下
志
賀
二
葉
・
怯
枇
士
購
）
。
村
。
志
籍
下
嚢

　
　
北
塩
屋
村
北
塩
屋
三
ケ
村
（
北
塩
屋
浦
　
天
田
村
　
中
村
）

中上

由

野

村

土

生

村

．
圭
五
・
村
（
講
自
村
壌
村

・
野
四
・
村
（
舗
㌧
ニ
ツ
ノ
川
村

藤
井
村
　
　
小
熊
村

大
滝
川
村
　
仁
多

谷
瀬
組
村

皆
瀬
四
ケ
村
（
皆
瀬
紐
）

鎌
鱗
初
湯
用
三
・
村
（
初
湯
川
紐
）
短
撒
鴫

［1瀬（

ノ三下
（村越
笠　方
松愛村
村川
　村年
初）田
無　木
川　村
本

村　皆

　
慶
長
の
時
に
一
村
で
あ
っ
た
竜
の
を
「
何
々
ケ
村
」
と
呼
び
、
そ

れ
に
対
し
て
村
高
と
免
と
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
内
わ
け
村
の
そ
れ

ぞ
れ
に
村
高
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
」
内
わ
け
村
の
中
に
は

本
村
又
は
本
郷
と
呼
ば
れ
る
村
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
日
高
鑑
か
ら
さ
ら
に
二
一
年
を
経
た
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
の

日
高
郡
書
上
帳
を
見
る
の
に
、
阿
戸
と
塁
と
は
海
士
郡
に
属
す
る
村

と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
の
志
賀
・
北
塩
屋
・
土
生
・

山
野
・
皆
瀬
・
初
湯
川
は
日
高
鑑
と
同
様
に
内
わ
け
村
か
ら
成
る
組

村
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
中
で
志
賀
五
ケ
村
の
み
を

本
村
・
枝
郷
と
呼
ば
な
い
村
と
断
り
書
遣
し
て
あ
る
。
　
「
志
賀
村
寛
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永
拾
弐
年
談
判
内
わ
け
五
ケ
村
に
成
申
候
但
本
村
枝
村
と
申
わ
け
無

御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
本
村
構
成
の
小
名
が
分
村
し

て
上
・
中
。
下
の
三
志
賀
村
と
な
っ
た
た
め
に
何
れ
を
本
村
と
呼
ぶ

の
も
適
当
で
な
か
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
外
に
下
流
域
の
和
田
村
に
対
す
る
枝
村
と
し
て
入
山
村
が
新

た
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
ど
し
て
古
く
か
ら
和
田
村
の
従

属
小
名
を
な
し
て
い
た
入
山
が
延
宝
七
年
に
内
わ
け
免
を
な
す
村
格

高
郷
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
日
高
郡
書
上
帳
に

は
一
村
な
が
ら
小
名
格
枝
郷
（
か
よ
う
な
用
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
小

名
井
井
郷
に
相
当
す
る
と
解
釈
せ
ら
れ
る
も
の
）
　
か
疹
構
成
せ
ら
れ
て
い

る
村
と
し
て
中
流
域
に
舟
津
村
（
坂
元
・
岡
本
・
小
津
茂
・
滝
本
）
、
高

津
尾
村
（
本
村
。
尾
曾
・
小
原
長
滝
・
中
木
・
広
瀬
・
伊
佐
野
川
）
、
　
上
流

域
に
寒
川
村
（
酉
ノ
川
、
小
藪
川
。
新
行
。
．
川
合
。
小
川
）
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
中
で
高
津
尾
村
の
み
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
既
に
日

高
鑑
に
小
名
格
枝
郷
の
構
成
村
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
藩
政
末
の
村
名
帳
と
続
風
土
記
に
な
る
と
日
高
鑑
や
日
高
郡
書
上

帳
で
本
村
・
針
鼠
と
呼
ば
れ
た
村
は
志
賀
五
ケ
村
が
そ
れ
ぞ
れ
普
通

の
独
立
村
の
如
く
溌
口
上
げ
ら
れ
て
い
る
以
外
は
変
レ
な
く
本
村
。
枝

郷
と
呼
ん
で
い
る
。
た
だ
村
名
を
呼
ぶ
形
式
が
少
し
変
っ
て
い
る
。

日
高
郡
書
上
帳
で
は
組
村
の
全
体
の
枠
、
即
ち
も
と
一
村
を
な
し
て

い
た
時
の
村
名
を
「
惣
名
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
村
名
帳
や
続
風
土

記
に
な
る
と
こ
の
惣
名
を
以
て
本
村
を
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
土

生
五
ヶ
村
、
そ
の
内
わ
け
本
郷
村
。
聖
主
村
…
…
と
呼
ん
で
い
た
も

の
を
、
本
郷
村
の
代
り
に
こ
れ
を
土
生
村
と
呼
び
、
そ
の
枝
郷
・
商

品
村
：
：
：
と
呼
ん
で
い
る
。

　
日
高
郡
書
上
帳
で
「
一
村
な
が
ら
小
名
格
苦
労
に
よ
る
構
成
村
」

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
村
、
即
ち
舟
津
村
、
高
津
尾
村
、
寒
川
村
は
村
名

帳
と
続
風
土
記
と
で
は
次
の
よ
う
に
相
異
し
て
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

舟
津
村
　
高
津
尼
村
　
寒
用
二

村
　
名
　
帳

分

村
　
　
本
・
枝
　
郷
　
　
分

村

続
風
土
記

分

村
　
　
分

村
　
　
ニ
　
ケ
　
村

　
村
制
上
特
定
の
村
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
分
村
と
言
う
意
味
は
明
．

確
ぞ
な
い
が
、
多
分
次
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察

・
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
元
禄
の
村
改
以
後
の
分
村
で
、
本
・

枝
郷
の
組
村
を
な
す
分
村
で
は
な
く
、
新
田
に
よ
る
分
村
で
な
く
、

ま
た
流
路
に
よ
っ
て
上
村
と
下
村
に
分
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
、

そ
の
他
の
一
般
の
分
村
の
場
合
を
特
に
「
分
れ
村
」
と
し
て
村
名
に
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合
せ
て
註
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
徳
川
に
な
っ
て
の
新
田
は
親
村
か
ら
出
た
子
村
に
外
な
ら
な
い
が
、

本
村
・
枝
郷
と
呼
ば
な
い
。
日
高
川
流
域
の
新
田
開
発
は
奇
く
小
規

模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
は
り
ア
ス
式
海
岸
の
細
流
の
口
を
拓
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
れ
た
集
落
も
小
名
新
田
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
や
や
大
き
い
新
田
と
し
て
は
日
高
川
口
の
北
岸
砂
丘

　
　
　
㊥

の
浜
之
瀬
村
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
新
田
と
は
言
え
漁
村
で
あ
っ
て
、

続
風
土
記
に
よ
れ
ば
一
四
二
戸
を
有
す
る
村
で
あ
っ
た
。
日
高
郡
書

上
帳
に
は
コ
ニ
ケ
村
入
相
之
処
但
本
村
高
之
内
に
而
は
無
御
座
候
」

と
あ
り
、
内
わ
け
村
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
勿
論
こ
れ
は
技

郷
で
は
な
い
。

九
　
本
村
。
枝
郷
と
三
目
の
大
字

　
田
高
川
流
域
は
最
近
の
町
村
合
併
に
よ
っ
て
一
市
三
町
三
村
に
分

か
た
れ
て
い
る
。
町
村
制
施
行
の
当
初
、
即
ち
明
治
二
二
年
に
は
一

町
二
五
村
ど
な
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
大
字
の
総
計
は
一

　
　
　
　
　
⑳

〇
七
で
あ
っ
た
。
一
般
に
今
日
の
大
字
は
藩
政
時
代
の
村
に
当
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
で
は
日
高
川
流
域
に
は
藩
政
の
村
が
一
〇
七
ケ
村

あ
っ
た
か
と
言
う
の
に
、
実
は
藩
政
末
に
お
い
て
内
わ
け
村
も
そ
れ

そ
れ
一
村
と
数
え
て
全
体
で
一
四
ニ
ケ
村
が
あ
っ
た
。
こ
の
ヶ
ち
で

一
村
が
そ
の
ま
ま
一
大
字
と
な
っ
た
の
は
六
一
％
の
八
六
ケ
村
で
あ

っ
た
。
残
り
の
三
九
％
に
当
る
五
六
ケ
村
は
平
均
し
て
三
村
弱
が
合

併
し
≦
二
の
大
字
を
な
し
た
。
そ
の
大
字
と
藩
政
の
村
を
挙
げ
れ

ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

i域流

　明

治

　の

1村
1大

字
　
　
藩
政
．
の
村

璽
二
二
兀
禄
［
藩
桑

　
由
良
村
、

　
志
賀
酷

痴
村

［
野
。
村

野北富和比志里阿
　塩
m屋安田井賀　 三

下猪北上和唐柏〒上里阿

額簸・仔麟戸
村村浦村浦浦村村村村村

上天下入比壷中横網
署嘆餅罐塾代
村村村村浦村村村村

村村村村村村田村
一組ニー二組出組
村二村村村杖村村

同同量
　　生
　　村
山江和

野川上

申
　
船
着
村

同

船
　
津

高
津
尾

下
和
佐
村
　
上
和
佐
村

下
江
川
村
　
上
江
川
村

山
野
村
　
三
野
川
村

大
滝
川
村
　
猪
内
川
村

坂
本
村
　
岡
本
村

滝
本
村
　
小
津
茂
村

高
津
尾
村
伊
佐
野
川
村

尾
玉
村
　
広
瀬
村

中
木
村
　
小
原
長
滝
村

村村村
組一一一一・

村村村

一
村

一
村

府一
村

　
　
…
本
蕪

　
　
…
本
枝
郷

二
村
五
　
村

二
嗣
…
二
村

本
校
郷
諏
二
郷

二
　
村
・

本
枝
郷

一
　
頻

「
　
村

一
　
村

本
枝
郷

一
　
村

一
　
村

二
　
村

本
枝
郷

二
　
村

二
　
田

丸
　
村

本
枝
郷

四
　
村
．

本
二
郷
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評
瀬
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
田
木
村
・

　
捌
上
村
皆
　
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
越
方
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
湯
村
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
松
村

　
同
　
　
　
　
初
湯
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
谷
村

　
・
寒
川
村
寒
　
翔
西
野
川
村
　
土
居
村

上
爵
山
路
村
蝶
繁
劇
蝿
福
井
村

　
中
山
路
村
棚
　
瀬
下
柳
瀬
村
　
上
柳
瀬
村

　
上
山
路
杖
宮
　
代
下
宮
代
村
　
上
宮
代
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
広
井
原
村

　
龍
神
村
広
井
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
広
井
原
村

村村村二村村村村
一一一一一一一 g組村村村村村村村村

＿太太本枝
郷

．
本
枝
郷

本
枝
郷

村村村雲村村議
郷

　
　
村
一二村村戸当

紀州における藩政の村の集落構成と内わけ村（近藤）

　
備
考
　
慶
長
は
慶
長
検
地
帳
、
延
宝
は
日
高
鑑
、
元
禄
は
日
高
郡
書
上
帳
、

　
　
　
　
藩
政
末
は
村
名
帳
及
び
続
風
土
記
に
よ
る
。

　
慶
長
以
来
ず
つ
と
別
々
の
村
で
あ
っ
た
も
の
が
合
併
し
て
一
大
字

を
な
し
て
い
る
の
は
下
流
域
に
二
例
を
見
る
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
総

て
慶
長
の
際
は
一
村
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
上
村
・

下
村
の
二
村
に
分
れ
た
竜
の
は
総
て
合
し
て
一
大
字
と
な
っ
て
い
る
。

上
下
村
を
除
く
そ
の
他
の
場
合
を
見
る
の
に
ぽ
と
ん
ど
が
本
村
・
枝

郷
の
組
村
関
係
に
あ
っ
た
も
の
ぞ
あ
る
。
そ
の
他
に
僅
か
な
が
ら
藩

政
末
の
別
村
が
合
併
し
て
い
る
例
を
見
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
元
禄

ま
で
は
本
。
枝
郷
と
呼
ば
れ
な
い
が
組
村
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
、

あ
る
い
は
小
名
格
枝
郷
の
構
成
村
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
勿

．
，
論
本
枝
郷
の
組
村
が
総
て
合
併
し
て
一
大
字
と
な
っ
た
と
言
う
の
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
土
生
五
ケ
村
は
中
世
の
矢
田
庄
が
そ
の
ま
ま
近

世
の
一
村
と
し
て
引
継
が
れ
、
藩
政
時
代
を
通
じ
て
本
・
三
郷
の
組

村
関
係
を
維
持
し
て
来
た
の
ぞ
あ
る
が
、
明
治
に
な
る
と
村
は
そ
れ

ぞ
れ
別
の
大
字
と
な
9
、
そ
れ
ら
が
さ
ら
に
分
れ
て
二
村
に
属
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
慶
長
の
際
に
組
村
名
を
有
し
た
皆
瀬
四
ケ
村
は
そ

の
う
ち
三
村
が
合
し
て
一
大
字
を
な
し
、
残
り
一
村
は
そ
の
ま
ま
一

大
字
と
な
っ
て
、
こ
れ
は
前
の
大
字
と
は
別
の
村
に
属
し
た
。
、

①
n
二
局
郡
灘
勲
（
自
然
誌
）
。
地
理
と
世
界
の
歴
史
五
、
拙
著
・
紀
伊
μ
の
地
理
。
拙

　
著
・
和
歌
山
県
下
の
河
谷
と
集
落
の
高
度
、
入
文
地
理
七
…
二
昭
三
〇

　
・
六

②
紀
伊
続
風
土
記
二
　
旦
尚
郡
総
論

③
日
本
社
会
民
俗
辞
典
二
八
五
四
頁
村
落
（
旧
郷
村
制
下
の
村
も
内
部
に

　
い
く
つ
か
の
協
同
体
的
村
落
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
』
）
な

　
伝
統
的
な
村
落
は
ム
ラ
の
ほ
か
、
沖
縄
シ
マ
、
五
島
シ
ゲ
、
壱
岐
プ
レ
、

　
愛
媛
ミ
ョ
ウ
、
南
九
州
フ
モ
ト
・
カ
ド
。
ホ
ー
ギ
リ
、
近
畿
そ
の
他
カ
イ

　
ト
、
関
東
コ
ー
チ
、
岩
手
宮
城
サ
イ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
呼
ば
れ
て
い
る
）

④
続
風
土
記
二
巻
六
三
日
高
郡
高
家
荘
原
谷
村

⑤
　
同
書
巻
六
四
　
日
高
郡
小
池
荘
入
山
村

⑥
南
紀
徳
川
史
巻
八
九
郡
制
紀
州
勢
州
和
州
御
領
分
御
高
並
村
名
帳
、

　
こ
れ
は
司
農
府
（
勘
定
奉
行
）
保
管
の
も
の
、
そ
の
年
代
は
は
っ
き
り
し

　
な
い
が
、
だ
い
た
い
藩
政
末
と
推
定
せ
ら
れ
る
。

⑦
続
風
土
記
二
巻
七
四
牟
婁
郡
安
宅
荘
向
平
村
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⑧
岡
欝
、
一
巻
二
六
　
海
部
郡
衣
奈
荘
小
引
浦
　
本
村
と
小
名
戸
津
井

⑨
同
欝
一
巻
三
三
那
賀
郡
粉
河
荘
下
下
丹
生
谷
村
小
名
岡

⑩
大
塚
史
学
会
・
郷
土
史
辞
典
八
七
頁
　
垣
内

⑪
神
亀
法
寿
・
百
姓
を
中
心
に
見
た
る
近
世
高
野
等
領
、
社
会
経
済
史
学
二

　
一
一
〇
　
昭
八

⑫
未
開
放
部
落
と
称
さ
れ
る
も
の

⑬
続
風
土
記
二
巻
六
六
　
旦
局
郡
寒
川
荘
串
本
村

⑭
同
書
　
同
巻
　
寒
川
荘
下
甲
斐
野
川
村

⑯
御
絵
図
御
用
に
付
日
高
郡
書
上
帳
　
御
坊
市
藤
井
の
瀬
戸
家
蔵
　
元
禄
一

　
一
年
寅
六
月
中
村
善
次
兵
衛
以
下
日
高
郡
大
庄
屋
｝
同
よ
り
山
上
勘
太
郎

　
及
び
村
上
与
左
衛
門
（
お
そ
ら
く
当
時
の
代
官
）
へ
の
提
出
。
こ
れ
を
さ

　
ら
に
天
保
年
間
志
賀
組
大
庄
屋
掛
瀬
六
之
右
衛
門
謄
写
。
r
明
治
二
二
年
薗

　
浦
に
あ
り
し
郡
役
所
改
築
に
当
り
藤
井
鐘
巻
戸
長
瀬
戸
喜
十
郎
反
古
之
申

　
よ
り
貸
出

⑯
続
風
土
詑
高
野
山
之
部
巻
一
二
　
寺
家
二
　
各
院
の
領
地

　
同
書
同
部
巻
五
〇
、
巻
五
一
　
寺
領
沿
革
通
貨
　
慶
長
以
降
御
政
治

⑰
続
風
土
記
二
巻
七
六
牟
婁
郡
周
参
見
荘
垣
戸
見
浦
（
漢
間
に
山
脚
高
畠
し

　
て
平
田
の
地
一
所
に
集
ら
す
、
故
に
村
屠
諸
谷
の
間
に
散
在
し
て
、
小
名

　
を
称
す
る
も
の
最
も
多
し
、
上
戸
川
・
下
戸
川
。
広
瀬
・
朝
来
の
四
は
其

　
大
な
る
も
の
に
し
て
、
其
萢
野
地
。
平
松
・
＋
ハ
悶
地
。
立
野
。
妓
田
香
等

　
の
小
名
あ
り
、
但
海
に
浜
す
る
も
の
を
本
村
と
し
て
人
家
多
く
此
所
に
集

　
り
民
産
農
漁
を
兼
た
り
）
。
　
南
紀
徳
川
史
一
〇
郡
制
一
の
御
領
分
御
高
並

　
村
名
帳
に
よ
れ
ば
続
風
土
記
が
周
参
見
浦
の
大
な
る
小
名
と
し
て
挙
げ
た

　
上
戸
川
。
下
戸
川
・
広
瀬
・
朝
来
を
以
て
枝
郷
と
す
る
。

⑲
続
風
土
記
二
巻
六
三
　
日
高
穰
荘
並
村
名
一
覧
に
て
ば
三
尾
荘
河
鱒
浦
に

　
枝
郷
田
杭
あ
り
。
こ
れ
は
本
文
に
て
は
単
に
小
名
と
記
し
て
あ
る
か
ら
お

　
そ
ら
く
一
覧
表
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

⑲
森
彦
太
郎
・
日
高
近
世
史
料
日
高
鑑
延
宝
六
年
日
高
郡
内
大
庄
髭
か

　
ら
提
出
の
大
指
出
帳

⑳
　
拙
著
・
紀
州
の
近
滋
に
お
け
る
地
方
行
政
区
鋤
の
変
遷
と
村
落
の
分
合

　
人
交
地
理
　
九
－
一

　
日
高
郡
誌
　
統
治
誌
　
二
四
五
頁
　
組

⑳
続
風
土
記
二
巻
六
五
　
日
高
郡
三
　
用
上
荘
皆
瀬
村

⑳
日
｛
齢
近
世
史
料
，
　
甑
二
頁
・
甲
巾
［
組
、
　
三
五
山
門
頁
｛
勧
津
尾
村

⑳
南
紀
徳
川
史
一
〇
郡
綱
四
　
脚
数
戸
数
人
別

⑳
和
歌
山
県
誌
七
六
頁
荘
園
と
豪
族
の
興
廃
一
八
＝
員
郷
土
一
覧
表
日
高

　
郡
誌
　
統
治
誌
八
　
乱
世
の
土
豪

⑳
和
激
山
大
学
歴
史
学
研
究
会
。
紀
伊
研
検
地
高
臼
録
　
海
草
郡
巽
村
重
根

　
の
間
藤
家
所
蔵

⑳
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Jiuai－machi（寺内町），　its　Structure　and　its　Development

by

Osamu　Wakita

　　In　the　sixteenth　century，　as　it　is　known，　there　was　a　group　of

Jinαi－mαclzi（寺内町）or　cities　within　the　temples　in　the　development

of　the　feudal　cities　in　Japan．　This　ess’ay　treats　the　existence　and

structure　of　Tondα一bayashi（富田林）established　on　the　Sδ（惣）uni－

onization　of　its　inhabitants　in　its　formation．　The　establishment　of

these　lesser　cities　explains　the　development　of　peasant　economy　in

’the　advanced　area，　and　they　prove　to　have　developed　their　petit－

bourgeois　market　area　as　early　as　the　first　half　of　the　seventeenth

century　and　to　have　the　starting－point　by　which　the　feudalism　in　the

Shogunate　era　was　disturbed．　The　establishment　of　the　lesser　cities

in　the　sixteenth　century，　therefore，　contrary　to　the　common　interpre－

tation，　appears　also　to　prove　the　epoch　that　the　feudalism　in　Japan

．was　disturbed　and　reestablished　as　a　centralized　＄ystem，　which　qp－

pears　to　require　further　many－sided　research　of　the　character　in

Shoku－hδ　（織豊）　administration．

The　Village　Community　Construction　and　Uchiwake－

　　　　　mura（内わけ村）of　the　Clan　Government

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Kishdi（紀州）

　　　　　　　Ma三nly　on　the　basin　of　the　River　Hi（ialea（日高）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tadashi　Kondo

　　This　essay　treats　the　community　construction　of　villages　in　the

Kishab（紀州）clan　mainly　on　the　basin　of　the　River　llidaka　（日高）．

In　case　of　a　village　which　consisted　of　some　communities，　except　one

community，　its　constituents　were　called　Kona（小名），　of　which　there．

were　two　1〈inds－one　was　the　cOmbination　of　the　crowded　Kona

．and　the　other　of　the　scattered　Kona．　The　former　Konα　（小名）are

on　an　equality　with　each　other，　and　the　latter　had　one　Motomura－

kona（本村小名）to　which　the　rest　belonged。　Besides，　there　were

treated　administratively　aS　those　・within　one　vMage’ ≠撃狽?ｏｕｇｈ　they

were　regarded　as　the　communitles　without　the　village　：　the　village　to

which　such　Kona　belonged　was　called　v140to－mura（本村）and　also　the
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subjected　Kontz，　consisted　of　the　unit　community　in　payment　of　the

land－tax，　was　called　Shigδ（枝郷）；which　consisted　of．　the　Kona　rank

and　the　village　rank．　The　relation　of　3雇g6　（枝郷）in　the　village

rank　with　Moto一？nura（本村）was　called　Uchiwafee－murα（内わけ村）．

　　　　　　Tepe　Namazga

Reexamination　of　the　Anau　Culture

　　　　　　Bunei　Tsunoda

　　The　entity　of　the　Anau　Culture　is　considerably　obscure　in　spite　of

its　enourmous　gravity　as　to　discuss　the　problern　of　cultural　exchange

between　the　West　and　the　East　in　early　ages．　The　urgent　need　of　all

is　to　establish　its　precise　chronology　upon　the　firm　ground．　For　the

solution　of　this　chronological　problern，　Tepe　Namazga，　recently　exca－

vated，　will　furnish　a　1〈ey，　which　lies　in　the　south－western　border　of

Turkmen．
　　Examining　the　preliminary　report　of　excavations　excuted　there．

the　present　writer　ey．　pounds　those　sequented　cultures　of　the　site，　sur－

veys　concretely　the　real　aspects　of　a　community　found　therein　which

is　dated　the　age　of　the　Anau　III　culture，　and，　on　the　other　hand，

explains　the　facts・that　the　latest．culture　of　Tepe　Namazga　should

’be　paralleled　with　the　Anau　III　culture　and　the　middle　culture　could

fi11　the　hiatus　existing　between　the　Anau　II　and　II1　cultures．　He

pointed　out，　then，　the　possibi1ity　to　classify　more　acurate］y　cultural

sequence　of　three　strata　of　Tepe　Namazga　and　to　establish　thereon

the　precise　chronology　of　the　Anau　Culture　in　order　to　prepare　the

necessary　ground　for　concrete　augment　of　the　problem．
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