
大
名
領
国
成
立
期
に
お
け
る
中
心
集
落
の
形
成

～
昆
張
平
野
の
事
例
研
究
に
よ
る
検
討
1
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【
要
約
目
　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
三
世
紀
以
降
し
だ
い
に
自
生
的
な
地
方
的
中
心
集
落
形
成
へ
の
動
き
が
顕
著
に
な
り
、
そ
の
展
開
過
程
に
お
い
て

経
済
駒
中
心
と
し
て
村
落
市
場
が
形
成
さ
れ
、
在
地
領
主
層
の
城
館
が
政
治
的
中
心
と
し
て
の
機
能
を
高
め
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
奇
事
時
代
後
期
に
は

両
潜
の
結
合
形
態
を
と
る
中
心
集
落
が
成
立
し
、
そ
れ
ら
を
結
節
点
と
す
る
地
域
構
造
が
構
成
さ
れ
て
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
を
支
え
る
塾
盤
と
な
っ
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
尾
張
平
野
に
お
け
る
初
期
の
村
落
市
場
、
在
地
領
主
層
の
城
館
に
つ
い
て
検
討
し
、
戦
国
時
代
後
期
に
お
け
る
中
心
集

落
網
の
性
質
と
中
心
集
落
の
構
造
を
明
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
頃
的
で
あ
り
、
文
献
史
料
の
欠
を
補
う
た
め
現
地
調
査
に
よ
る
小
地
名
、
地
割
形
態
、
遺

構
な
ど
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
e
初
期
の
村
落
市
場
は
一
四
世
紀
後
半
か
ら
三
～
五
常
の
距
離
を
お
い
て
広
範
に
成
立
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
村

落
一
般
に
共
通
す
る
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
型
地
割
を
有
し
て
お
り
、
な
お
村
落
景
観
を
特
色
あ
る
も
の
に
改
変
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ

た
。
⇔
南
北
朝
内
乱
期
を
通
じ
て
急
速
に
成
長
し
て
い
っ
た
中
小
封
建
領
主
層
に
よ
る
在
地
支
配
の
成
立
を
反
映
し
て
一
四
世
紀
後
期
以
降
多
く
の
城
館

が
出
現
し
た
が
、
守
護
領
国
制
の
展
開
に
よ
っ
て
彼
等
の
有
力
封
建
領
主
へ
の
被
宮
化
が
進
み
、
城
館
が
統
合
さ
れ
て
有
力
封
建
領
主
の
城
館
の
政
治
中

心
的
機
能
が
強
化
さ
れ
た
。
⇔
一
五
世
紀
後
期
に
は
こ
れ
ら
の
城
館
と
定
期
市
化
し
て
い
っ
た
村
落
市
場
と
の
結
合
が
み
ら
れ
、
地
方
的
な
中
心
集
落
を

構
成
し
て
い
っ
た
。
㈲
か
く
し
て
一
六
世
紀
中
期
に
は
す
で
に
四
～
六
粁
間
隔
で
分
布
す
る
中
心
集
落
網
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
㈲
こ
の
隠
期
は
市
場
商

業
か
ら
店
舗
商
業
（
町
に
お
け
る
商
業
）
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
り
、
中
心
集
落
に
も
短
偲
型
地
罰
を
特
色
と
す
る
町
並
の
形
成
が
み
ら
れ
る
も
の
（
苅
安

賀
）
と
村
落
的
傾
向
が
強
く
市
場
商
業
を
霊
と
す
る
も
の
（
岩
崎
）
と
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
　
史
林
四
八
巻
川
漁
　
一
九
六
五
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
三
世
紀
以
降
し
だ
い
に
自
生
的
な
地
方

的
中
心
集
落
形
成
へ
の
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

・
の
時
期
に
縫
菱
産
力
の
契
・
多
様
化
、
農
村
内
で
の
手
工
岡

業
者
の
成
長
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
農
工
業
生
産
の
地
理
　
8
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軒
陰
会
的
分
業
が
展
開
し
、
年
貢
の
隠
蟹
納
制
に
促
進
さ
れ
て
貨
幣

経
済
が
地
方
農
村
へ
浸
透
し
て
い
っ
た
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
動
き

を
背
景
と
し
て
、
旧
名
体
鯛
を
特
色
づ
け
る
大
規
模
な
名
田
経
営
が

解
体
し
、
数
多
く
の
中
小
新
名
主
が
生
み
出
さ
れ
、
さ
ら
に
彼
等
は

独
立
自
営
の
小
農
民
層
を
構
成
し
て
、
惣
村
・
郷
村
な
ど
の
地
縁
的

結
合
を
強
化
し
て
い
く
と
い
う
農
民
履
の
総
体
的
な
社
会
的
経
済
的

地
位
の
向
上
が
み
ら
れ
、
そ
の
歩
み
の
中
か
ら
し
だ
い
に
一
円
的
な

在
地
支
配
を
確
立
し
て
い
っ
た
土
豪
・
国
人
層
が
胎
醒
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
祇
会
経
済
構
造
の
変
化
に
支
え
ら
れ
て
、
局
地
的
再
生

　
①

産
圏
が
そ
の
機
能
を
増
大
し
、
流
通
経
済
の
中
心
と
し
て
の
市
場
、

行
政
活
動
の
中
心
と
し
て
の
城
館
を
広
範
に
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
。

そ
れ
ら
は
守
護
大
名
、
さ
ら
に
は
戦
国
大
名
に
よ
る
領
圏
支
配
の
形

成
と
と
も
に
そ
の
拠
点
と
な
り
、
市
場
と
城
館
の
結
合
が
み
ら
れ
て
、

彼
等
の
領
国
支
配
を
支
え
る
地
域
中
心
と
し
て
の
機
能
を
高
め
、
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

建
社
会
の
狂
熱
と
な
る
中
心
集
落
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
心
集
落
形
成
の
動
き
が
地
域
的
に
そ
の
様
網
を
異

に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
畿
内
を
中
心
と
す
る
先
進
地
域

に
お
い
て
は
、
＝
一
世
紀
頃
に
は
す
で
に
京
都
・
奈
良
に
お
け
る
都

市
商
業
が
展
開
し
、
そ
こ
に
住
む
荘
園
領
主
と
地
方
荘
園
を
結
節
す

る
中
継
港
湾
都
市
が
発
達
し
て
い
た
。
農
村
に
お
い
て
も
高
い
生
産

力
に
支
え
ら
れ
て
早
く
か
ら
独
立
自
営
小
農
民
の
形
成
が
み
ら
れ
た

が
、
荘
園
領
主
の
在
地
支
配
が
強
く
、
土
豪
勢
力
の
胎
頭
も
荘
園
領

主
と
の
結
含
を
葡
提
と
し
て
い
た
た
め
、
武
家
勢
力
に
よ
る
強
力
な

領
袖
支
配
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
こ
の
地
域
に
お
け
る
地

方
的
中
心
集
落
の
形
成
は
、
京
都
・
奈
良
の
巨
大
な
影
響
力
の
も
と

に
、
抑
圧
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
九
州
や
東
国
等
の
辺
境
地
域
に
お
い
て
は
農
業
生
産
力
が

低
く
、
農
民
層
の
霞
立
度
も
低
が
つ
た
た
め
、
伝
統
的
な
在
地
領
主

の
支
配
力
が
強
く
、
領
主
を
中
心
と
す
る
自
給
臨
足
的
な
経
済
が
支

配
的
で
、
商
業
活
動
も
な
が
く
領
主
層
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
政
治
的
中
心
が
経
済
的
中
心
に
先
行
し
、
甫
場
の
広
範

な
成
立
は
一
五
世
紀
末
～
一
六
世
紀
ま
で
下
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
・
東
海
な
ど
の
中
華
地
域
に
あ
っ
て
は
、

一
三
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
農
民
層
の
分
解
が
進
行
し
て
中
小
新
名

主
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
一
四
世
紀
に
な
る
と
小
経
営
を
営
む
農
民

層
が
年
貢
負
担
者
と
し
て
独
自
の
動
き
を
示
し
は
じ
め
た
。
彼
ら
は

ム
ラ
の
枠
を
越
え
て
活
動
し
、
隠
亡
や
用
排
水
を
共
用
七
、
寺
社
や

市
場
等
を
中
心
と
す
る
郷
村
的
結
合
を
生
み
出
し
て
、
局
地
的
再
生
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大名倒罰成立期における中心集落の形成（小林）

三
隅
の
機
能
を
高
め
、
そ
の
経
済
中
心
と
し
て
の
市
場
1
↓
・
町
を
結

贔
さ
せ
て
い
っ
た
。
他
方
そ
の
中
に
あ
っ
て
在
地
領
主
と
し
て
一
円

支
配
を
拡
大
し
て
い
っ
た
強
雨
名
主
層
は
、
南
北
朝
動
乱
期
以
後
、

国
入
・
国
衆
と
呼
ば
れ
、
守
護
大
名
の
領
国
支
配
に
参
魏
し
て
政
治

的
高
揚
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
在
地
の
動
き
を
背
景
に
、
こ
の
地

域
で
は
封
建
領
主
と
し
て
の
戦
国
大
名
が
典
型
的
に
成
畏
し
て
い
っ

た
の
で
あ
り
、
有
力
被
官
履
の
城
館
は
甫
場
（
町
）
と
結
合
し
て
地

方
的
中
心
集
落
を
形
成
し
、
そ
の
領
国
支
酎
を
支
え
る
地
域
構
造
を

構
成
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
は
、
こ
れ
ら

の
中
心
集
落
を
拠
点
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
政
治
的
経

済
的
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
在
地
瓠
局
地
的
再
生
薩
圏
を
直
接
的

に
把
握
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
守
護
・
守
護
大
名
の

そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ま
本
稿
で
は
、
比
較
的
純
粋
な
形
で
在
地
の
動
き
を
反
映
し
た

中
心
集
落
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
地
域
構
造

に
支
え
ら
れ
て
戦
圏
大
名
が
成
長
し
て
、
近
世
に
つ
ら
な
る
中
心
集

落
網
を
構
成
し
て
い
っ
た
尾
張
平
野
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
大
名

領
国
成
立
期
に
お
け
る
地
方
的
中
心
集
落
の
形
成
過
程
、
分
布
、
横

面
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
撫
え
て
み
た
い
。

①
水
津
一
朗
、
　
「
地
域
論
の
機
能
窯
義
的
証
曜
」
『
地
理
学
評
論
働
三
一
の
一

　
〇
、
｝
九
五
八
年
、
同
、
　
『
社
会
地
理
学
の
塞
本
問
題
』
…
九
六
四
年

②
摘
稿
、
門
中
批
城
館
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
i
戦
闘
大
名
領
園
の
地
域
構
造

　
研
究
へ
の
試
み
一
」
『
人
文
地
理
』
一
五
の
四
、
…
九
六
三
年

第
一
箪
初
期
の
村
落
市
場

　
第
醐
節
　
村
落
虜
場
の
分
布

　
尾
張
に
お
け
る
一
五
世
紀
初
期
ま
で
の
市
場
と
し
て
、
豊
田
武
茂

は
、
海
東
上
庄
市
庭
〔
貞
応
元
（
一
二
ニ
ニ
）
年
〕
、
海
東
郡
萱
津
東
宿

市
〔
仁
治
三
（
＝
一
類
二
）
年
〕
、
由
田
市
場
〔
康
応
元
（
一
三
八
九
）
年
〕
、

中
島
郡
国
衙
下
津
市
〔
応
永
四
（
｝
三
九
七
）
年
〕
、
牛
野
郷
東
本
地
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

〔
応
永
九
（
一
四
〇
二
）
年
〕
の
五
つ
を
挙
げ
、
佐
々
木
銀
弥
氏
は
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

津
五
臼
市
〔
正
和
三
（
；
ご
四
）
年
〕
を
追
加
し
て
お
ら
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
ほ
か
に
延
文
四
（
；
一
五
九
）
年
の
妙
興
寺
文
書
に
中
島
郡
八
瀬
市

庭
が
姿
を
見
せ
る
。
以
上
七
つ
が
文
献
的
に
知
ら
れ
る
市
場
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
史
料
を
今
年
に
伝
え
る
荘
園
領
主
等
と
何
ら
か
の
形

で
関
係
を
有
し
て
い
た
た
め
に
た
ま
た
ま
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
記
録
を
残
さ
な
い
市
場
が
数
多
く
存

し
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
そ
こ
で
毒
場
（
丁
田
）
を
あ
ら
わ
す
と
思
わ
れ
る
地
名
を
大
字
名
・
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第1図　市場および関連地名の分布
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大名領国成立期における中心集落の形成（小林）

小
字
名
と
し
て
伝
え
る
も
の
を
、
明
治
一
五
年
の
調
査
資
料
を
刊
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
し
た
愛
知
県
郡
町
村
字
名
調
か
ら
抽
出
し
て
、
そ
れ
が
所
属
す
る

大
字
（
藩
政
村
一
…
以
下
「
村
」
と
呼
ぶ
）
の
分
布
を
示
し
た
の
が
第
一

図
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
○
○
市
場
、
布
場
△
△
、
あ
る
い
は
単

に
市
場
と
だ
け
呼
ば
れ
て
い
る
市
場
地
名
を
有
す
る
村
は
四
二
に
達

し
、
市
地
名
（
上
市
、
下
市
、
市
道
な
ど
）
を
有
す
る
も
の
一
五
、
宿

地
名
を
有
す
る
も
の
四
、
町
地
名
を
有
す
る
も
の
五
七
を
数
え
る
。

こ
れ
ら
の
内
に
は
一
村
で
市
場
地
名
、
市
地
名
、
宿
地
名
、
町
地
名

の
い
く
つ
か
を
共
に
有
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
名
を
少

く
と
も
一
つ
以
上
有
す
る
村
は
一
〇
八
の
多
き
に
達
す
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
地
名
す
べ
て
が
中
世
起
源
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
保
証
は
な
く
、
後
述
の
牛
野
郷
東
本
地
市
の
ご
と
く
文
献
的
に

明
確
に
市
場
の
存
在
を
知
り
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ら
関
連
地
名

を
残
さ
な
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
苅
安
賀
の
よ
う
に
公
式
な
地
名
と

し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
町
内
会
の
名
称
な
ど
に
夏
場
地

名
を
使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
一
般
に
近
世
に
は
、
諸
大
名
は
そ
の
城
下
町
繁
栄
策
と
し
て
、
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
在
郷
町
を
除
い
て
在
方
に
お
け
る
商
業
活
動
を
禁
止
し
、
尾
張
に

お
い
て
も
藩
政
時
代
に
は
市
場
は
特
に
藩
の
許
可
を
う
け
た
在
郷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
お
い
て
の
み
開
か
れ
、
一
般
の
村
落
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
点
か

ら
、
今
臼
伝
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
市
場
地
名
や
市
地
名
は
、
藩
政
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

代
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
こ
れ

ら
の
地
名
を
有
す
る
五
七
の
滑
々
に
市
場
が
開
か
れ
た
の
は
、
必
ず

し
も
同
じ
頃
で
は
な
く
、
ま
た
短
期
間
の
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
野

市
を
み
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
地
名
が
、
木
曾
州
扇
状
地
末
端
付

近
か
ら
関
西
本
線
に
至
る
尾
張
平
野
の
中
央
部
に
密
に
分
布
し
て
、

全
然
堤
防
と
後
背
湿
地
が
交
署
し
て
河
川
流
路
も
比
較
的
安
定
し
、

古
代
以
来
開
発
が
進
ん
で
最
も
高
い
生
産
力
を
示
し
て
い
た
氾
濫
原

　
⑨

地
域
に
対
応
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
耕
地
化
が
近
世
ま
で
も
ち
こ

さ
れ
て
新
田
の
卓
越
す
る
木
曾
川
扇
状
地
や
春
日
井
原
、
尾
張
丘
陵

か
ら
西
へ
の
び
る
台
地
面
な
ど
の
量
水
地
域
や
、
日
光
川
以
西
の
低

湿
地
に
分
布
が
粗
で
あ
る
こ
と
、
平
野
中
央
部
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ら

が
相
互
に
二
～
三
思
の
距
離
を
置
い
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆

的
で
あ
る
。
文
献
的
に
存
在
の
知
ら
れ
る
前
記
の
七
市
場
も
す
べ
て

こ
の
地
域
に
包
含
さ
れ
る
。

　
ま
た
東
金
紀
行
に
「
萱
津
の
東
宿
の
前
を
過
ぐ
れ
ば
、
そ
こ
ら
の

人
集
て
、
さ
と
も
ひ
び
く
計
り
の
の
し
り
合
ふ
、
今
日
は
市
の
日
に
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な
ん
当
り
た
る
と
そ
云
ふ
な
る
」
と
あ
り
、
宿
場
も
ま
た
市
の
閣
か

れ
る
経
済
的
中
心
を
な
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
宿
地

名
を
伝
え
る
の
は
葉
栗
郡
黒
田
（
境
木
曾
川
町
）
の
枝
下
名
「
北
宿
」
、

「
爾
宿
」
と
海
烏
獄
中
菅
…
津
の
「
爾
宿
」
、
下
寝
腫
の
「
宿
ノ
ロ
偏
の

小
字
名
、
　
お
よ
び
大
字
西
今
宿
（
い
ず
れ
も
環
甚
臼
寺
町
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
尾
張
平
野
中
央
部
を
爾
北
に
縦
貫
す
る
中
世
の

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
鎌
倉
街
道
沿
い
に
位
置
し
て
い
る
。
黒
田
は
こ

れ
が
木
曾
川
を
渡
っ
て
美
濃
へ
ぬ
け
る
墨
俣
渡
の
近
く
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

建
久
元
（
一
一
九
〇
）
年
源
頼
朝
が
第
一
園
上
洛
の
帰
途
に
一
泊
し
た

宿
駅
で
あ
る
。
藍
島
は
鎌
倉
街
道
が
庄
内
川
を
渡
る
渡
河
点
の
西
岸

に
あ
っ
て
、
頼
朝
は
建
久
六
（
二
九
五
）
年
の
第
二
園
上
洛
の
帰
途

二
泊
し
、
そ
の
間
尾
張
守
護
野
一
瓢
刑
部
動
画
網
が
宿
駅
の
雑
役
を
勤

　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

志
し
た
宿
駅
で
あ
り
、
著
名
な
富
田
荘
古
図
に
も
「
藪
津
駅
」
と
み

え
る
。
　
こ
の
ほ
か
黒
田
と
萱
津
の
ほ
ぼ
中
闘
に
、
十
六
夜
日
記
に

「
お
り
と
」
、
沙
石
集
に
　
「
去
る
文
永
七
年
七
月
尾
張
国
下
津
の
宿

に
雷
落
ち
て
…
…
し
と
見
え
る
下
津
宿
が
あ
り
、
輪
読
稲
沢
帯
下
部

に
そ
の
地
名
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
世
全
期
を
通

じ
て
栄
え
た
宿
駅
で
あ
る
。
な
お
西
今
宿
は
樹
影
の
北
に
隣
接
す
る

鎌
倉
街
道
沿
い
の
集
落
で
、
萱
寄
宿
と
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
が
明
ら
か
で
な
い
。

　
古
代
以
来
の
安
定
し
た
居
住
地
域
と
し
て
農
業
生
産
力
の
向
上
が

著
し
く
、
し
た
が
っ
て
集
落
（
人
口
）
密
度
も
高
く
、
比
較
的
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
農
民
層
の
成
長
が
み
ら
れ
た
平
野
中
央
部
は
、
ま
た
鎌
倉
街
道

の
沿
道
に
あ
た
り
、
京
都
と
東
濁
を
結
ん
で
往
来
す
る
行
商
人
と
の

接
触
も
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
明
徳
五
（
；
一
九
瞬
）
年
室
町
幕
府

は
尾
張
守
護
今
川
仲
秋
に
亡
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
大
由
崎
神
人
の

尾
張
面
内
で
の
荏
胡
麻
買
に
子
細
な
き
よ
う
便
宜
を
計
る
こ
と
を
命

　
　
　
⑭

じ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
地
方
住
民
相
互
閥
の
小
十
二
で
不
定
期
的

な
物
資
交
換
の
場
と
し
て
の
村
落
市
場
が
、
か
な
り
広
範
に
高
い
密

度
で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
彼
等
行
商
人
が
到
来
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
よ
り
広
い
流
通
機
構
の
家
端
に
組
み
込
ま
れ
、

し
だ
い
に
そ
れ
ら
相
互
間
の
淘
汰
が
行
わ
れ
て
定
期
市
化
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
認
る
史
料
は
見
ら

れ
な
い
。

　
な
お
、
町
地
名
を
有
す
る
村
は
五
七
の
多
き
に
達
し
、
市
場
（
市
）

地
名
と
同
じ
く
平
野
中
央
部
に
密
度
が
高
い
が
、
そ
の
分
布
範
囲
は

広
く
、
東
部
の
木
曾
廻
薦
状
地
や
春
目
井
原
、
さ
ら
に
は
出
間
部
に

も
見
ら
れ
、
西
部
の
低
湿
地
に
も
進
出
し
て
い
雷
。
ま
た
町
地
名
を
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大名領国成立期における中心集落の形成（小林）

生
み
出
す
背
景
に
は
町
並
の
形
成
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
地
割
は
必
然
的
に
短
冊
型
と
な
っ
て
、
村
落
市
場
の

そ
れ
と
は
著
し
く
異
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
商
業
集
落
が
広
範
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

形
成
さ
れ
る
の
は
一
般
に
一
六
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
分

布
状
況
か
ら
も
近
世
的
性
格
の
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

町
地
名
を
残
し
て
は
い
て
も
短
冊
型
地
割
を
有
し
な
い
も
の
も
あ
り
、

「
マ
チ
」
と
い
う
語
が
町
並
以
外
の
も
の
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
考
を
待
ち
た
い
。

第
鳳
節
　
村
落
弓
場
の
形
成

　
尾
張
平
野
に
お
い
て
は
、
初
期
の
村
落
市
場
の
成
立
、
発
展
を
物

謡
る
充
分
な
史
料
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
文
献
以
外
の

手
段
に
よ
っ
て
そ
の
欠
を
補
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
い
っ
た
手
段

の
一
つ
と
し
て
前
節
で
は
市
場
（
市
）
地
名
を
取
り
上
げ
た
が
、
本

節
で
は
、
耕
地
整
理
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
い
て
、
い
っ
た
ん
形
成

さ
れ
た
も
の
に
変
更
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
と
思
わ

れ
る
地
割
形
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
の
村
落
市
場
が

ど
の
よ
う
な
特
色
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
集
落
に
対
応
し
て
成
立
し

た
の
か
を
、
若
干
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
尾
張
一
宮
の
北
東
銀
鉱
に
位
置
す
る
瀬
部

村
（
現
一
宮
衛
）
小
字
四
日
市
場
で
あ
る
。
「
懸
軍
市
場
」
と
い
う
地

名
は
、
こ
の
地
に
不
定
期
市
か
ら
発
展
し
て
定
期
市
化
し
た
ヨ
斉
市

が
開
か
れ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
瀬
部
は
神
懸
抄
に
瀬
部
御
厨
田

二
町
六
反
、
畠
王
O
町
八
反
半
と
見
え
、
観
応
元
（
　
三
五
〇
）
年
に

は
中
島
祐
俊
が
丹
羽
郡
瀬
辺
散
在
薩
摩
前
司
学
内
屋
地
一
七
町
八
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

半
を
妙
興
寺
に
寄
進
し
て
お
り
、
一
四
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
糟
当
開

発
も
進
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
群
馬
絢
行
記
に
は
こ
の
地
の
観
音
寺

（
曹
洞
宗
）
が
「
応
仁
ノ
兵
火
二
悉
ク
炎
焼
扁
し
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
ま
た
近
世
末
期
に
は
「
此
村
落
ハ
東
西
へ
長
キ
所
ニ
テ
七
区

二
分
レ
四
方
二
散
在
ス
…
…
此
村
ハ
畠
バ
カ
リ
ノ
所
ニ
テ
荏
大
豆
ヲ

専
ラ
作
レ
リ
…
…
大
体
村
立
ハ
ヨ
ク
シ
テ
竹
木
茂
り
殊
二
竹
生
立
ヨ

キ
所
ナ
リ
農
業
ノ
余
力
ニ
ハ
往
昔
ヨ
リ
竹
細
エ
ヲ
專
ラ
生
産
ノ
援
ケ

ト
ス
…
…
又
蚕
飼
ヲ
シ
糸
繭
ヲ
製
シ
濃
州
…
関
ア
タ
リ
へ
多
ク
送
り
ツ

　
　
　
　
⑱

カ
ハ
ス
ト
也
」
と
い
う
状
態
で
、
畠
作
を
主
と
し
、
副
業
に
竹
細
工

お
よ
び
養
蚕
を
営
む
農
村
で
あ
っ
た
。

　
瀬
部
村
は
木
曾
川
扇
状
地
が
三
角
州
に
移
行
す
る
扇
端
部
に
位
遣

し
、
木
曾
川
乱
流
時
代
に
お
け
る
分
流
の
旧
流
路
が
帯
状
の
低
地
帯

を
な
し
て
水
潤
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
一
面
砂
礫
質
の
畑
地
で
あ

｛3 （93）
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大名領国成立期における・1沁集落の形成（小林）

り
、
数
戸
な
い
し
十
数
戸
の
農
家
が
小
村
を
な
し
て
分
散
し
て
い
る
。

こ
の
各
小
村
の
グ
ル
ー
プ
が
前
記
の
区
に
相
当
し
、
　
「
寒
害
市
場
」

と
い
う
の
は
小
字
名
で
あ
る
と
資
財
に
区
の
名
称
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
小
字
四
角
市
場
の
南
は
、
藩
政
時
代
に
藩
役
人
が
領
内
巡
見
に

利
用
し
た
公
道
で
あ
る
巡
見
街
道
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
街
道
は

中
世
に
お
い
て
も
地
方
的
な
主
要
街
道
と
し
て
機
能
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
現
在
県
道
一
宮
犬
山
線
は
こ
の
街
道
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
走
っ

て
い
る
。
小
字
四
貝
市
場
は
こ
の
街
道
沿
い
に
位
遣
し
、
そ
の
南
西

に
は
「
巡
見
」
と
い
う
小
字
も
見
ら
れ
る
。

　
い
ま
小
宇
四
日
市
場
と
そ
の
付
近
の
明
治
末
期
に
お
け
る
地
割
と

土
地
利
用
を
、
一
宮
市
役
所
所
蔵
の
地
籍
図
に
よ
っ
て
示
し
た
の
が

第
二
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
旧
流
路
が
水
田
と
な
っ
て
北
…
i
南
お

よ
び
東
北
東
－
西
爾
西
に
走
り
、
図
の
左
端
で
合
流
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
低
地
欝
に
は
さ
ま
れ
た
舌
状
の
徴
高
地
（
土
地
利
用
は
畑

地
）
に
小
字
四
臼
市
場
が
の
っ
て
い
る
。
そ
の
地
割
は
宅
地
・
耕
地

と
も
ブ
ロ
ッ
ク
状
で
不
規
則
な
配
列
を
示
し
、
三
四
筆
の
宅
地
が
い

く
つ
か
の
小
さ
な
群
を
な
し
て
分
散
し
て
い
る
状
態
は
、
付
近
一
帯

の
村
落
と
共
通
し
て
、
開
市
の
た
め
の
広
場
な
ど
の
存
在
を
読
み
と

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
は
い
た
っ
て
村
落
的
な
景

観
を
暴
し
、
こ
こ
に
開
か
れ
た
市
場
も
特
別
な
施
設
を
持
た
な
い
原

初
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
文
献
的
に
知
り
得
る
最
古
の
市
場
で
あ
る
海
東
上
庄
市
に
つ

い
て
み
て
み
よ
う
。
　
こ
の
市
場
は
、
貞
応
元
（
一
一
三
二
）
年
、
　
地

頭
有
縁
が
前
年
の
兵
乱
（
承
久
の
変
）
を
口
実
に
海
菜
庄
の
地
頭
名
以

下
の
年
貢
を
抑
留
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
出
さ
れ
た
鎌
倉
将

　
　
　
　
⑲

軍
家
御
教
書
に
、
地
頭
の
支
配
下
に
あ
る
上
庄
の
地
頭
名
田
五
〇
余

町
、
宿
な
ど
と
並
ん
で
「
市
庭
一
色
田
」
と
し
て
登
場
す
る
。

　
こ
の
海
葉
上
庄
で
は
、
杉
出
博
属
に
よ
れ
ば
「
宿
・
市
場
・
一
色

田
・
大
山
寺
郷
・
松
葉
郷
・
新
屋
郷
・
地
頭
名
」
の
地
名
が
文
献
的

　
　
　
　
⑳

に
知
ら
れ
る
。
う
ち
新
屋
郷
は
今
日
の
蝶
蝿
寺
町
大
字
新
居
屋
に
比

定
さ
れ
、
松
葉
郷
は
尾
張
絢
行
記
に
松
葉
庄
と
し
て
記
し
て
い
る
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヨ
の
甚
滞
寺
町
周
辺
の
村
々
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
海
東

上
庄
は
お
そ
ら
く
海
東
郡
の
北
東
部
一
帯
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
付
近
の
地
名
を
調
べ
て
み
る
と
、
甚
目
寺
町
大
盛
甚

目
寺
に
「
市
場
」
な
る
小
字
が
存
し
、
萱
津
宿
で
鎌
倉
街
道
か
ら
分

れ
て
津
島
に
向
う
街
道
が
、
　
＝
一
世
紀
の
造
営
に
な
る
甚
目
寺
（
真

言
宗
）
の
境
内
を
南
に
廷
属
す
る
門
前
に
位
置
し
て
い
る
。
第
三
図
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第
3
図
甚
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門
前
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海
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は
甚
臼
寺
町
役
場
所
蔵
の
土
地
整
理
図
（
明
治
三
年
作
製
）
に
よ
っ

て
そ
の
付
近
の
地
割
と
土
地
利
用
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
甚
監
寺
の
集
落
は
寺
を
中
心
に
大
集
村
を
な
し
、
こ
と
に
寺
の
東

門
前
は
商
店
が
軒
を
つ
ら
ね
る
商
店
街
で
短
冊
型
の
地
罰
が
認
め
ら

れ
、
近
世
末
期
に
は
「
東
入
ロ
バ
爾
町
北
町
ト
イ
ピ
コ
コ
ニ
ハ
商
屋

　
　
　
　
　
⑫

旅
舎
入
交
レ
リ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
建
久

七
（
＝
九
六
）
年
梶
原
景
時
が
普
請
奉
行
と
し
て
頼
朝
の
命
に
よ

り
建
立
し
た
仁
王
門
の
門
前
に
は
、
現
在
も
巾
九
～
ご
二
米
の
不
必
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要
な
ま
で
に
広
い
道
路
が
南
へ
約
二
五
〇
米
の
び
て
お
り
、
そ
の
両

側
は
プ
ロ
ヅ
ク
状
の
宅
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
道
路
の
爾
端
に
小

字
市
場
が
位
澱
す
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
水
田
ま
た
は
畑

地
と
な
っ
て
お
り
、
地
割
形
態
も
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
型
を
示
す
の

み
で
、
開
市
施
設
の
存
在
は
読
み
と
れ
な
い
。
し
い
て
い
う
な
ら
ば
、

仁
王
門
の
前
に
の
び
る
巾
の
広
い
道
路
が
開
市
の
場
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。
な
お
、
甚
目
寺
に
お

け
る
近
世
の
開
帯
の
記
録
は
見
撮
せ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
賢
立
寺
の
南
方
二
粁
に
位
羅
す
る
藪
田
庄
内
北
馬
嶋
（
現
在

の
北
間
島
）
で
、
正
応
三
（
＝
一
九
〇
）
年
、
年
貢
の
置
銭
納
を
め
ぐ

っ
て
、
北
馬
嶋
の
領
家
姉
小
路
三
位
家
の
雑
掌
阿
願
と
地
頭
代
寂
入

丼
百
姓
等
の
間
で
相
論
が
行
わ
れ
た
。
同
年
の
六
波
羅
下
知
状
に
よ

れ
ば
電
命
は
百
姓
が
地
頭
代
の
威
を
募
っ
て
代
銭
賑
す
る
の
は
無
謂

の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
、
一
方
地
頭
代
議
入
は
百
姓
等
の
要
求
を

支
持
し
て
、
文
永
八
（
＝
毛
一
）
年
の
関
東
下
知
状
お
よ
び
富
田

庄
全
体
で
は
髪
結
納
入
は
先
例
に
非
ず
と
い
う
慣
例
を
根
拠
と
し
て

代
書
納
を
要
求
し
た
の
に
鮒
し
、
六
波
羅
は
地
頭
容
貌
の
主
張
を
入

れ
て
代
銭
納
要
求
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
北
馬
嶋
は
庄
内
川
と
五
条
州
の
合
流
点
付
近
の
低
湿
地
に
あ
っ
て
、

周
辺
に
は
蓋
然
堤
防
も
わ
ず
か
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
微
高
地
に
集
落
が
立
地
す
る
と
と
も
に
桑
の
作
付
も
行
わ
れ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
北
馬
嶋
で
は
こ
の
よ
う
な
現
地
で
の
養
蚕

の
存
在
を
背
景
と
し
て
現
絹
糸
納
入
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
三
角

州
の
先
端
に
近
く
明
瞭
な
自
然
堤
防
も
み
ら
れ
な
い
低
湿
地
か
ら
な

る
寓
田
庄
南
部
に
比
し
て
比
較
的
後
期
ま
で
現
物
納
が
維
持
さ
れ
て
、

領
家
側
に
も
そ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
地
は

上
述
の
海
東
上
庄
市
に
近
接
し
、
萱
津
東
宿
市
に
も
近
い
と
い
う
位

置
に
あ
っ
て
、
腔
民
は
交
換
経
済
・
貨
幣
の
流
通
に
接
す
る
機
会
も

多
く
、
他
方
富
田
庄
全
体
と
し
て
は
遅
く
と
も
弘
安
六
（
＝
天
外
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
に
は
す
で
に
絹
・
糸
の
代
銭
納
が
成
立
し
て
い
た
ど
い
う
背
景
の

も
と
に
、
前
述
の
よ
う
な
画
論
が
発
生
し
た
、
も
の
乏
考
え
ら
れ
、
ま

た
こ
の
梢
論
の
背
景
に
は
雨
域
を
こ
え
て
百
姓
が
最
寄
り
の
市
場
と

接
触
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
次
に
八
瀬
市
庭
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
市
場
は
延
文

四
（
一
三
五
九
）
年
に
円
光
寺
の
住
持
宗
暁
が
問
寺
な
．
ら
び
に
栄
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

庵
に
つ
い
て
記
し
た
置
文
に
、
円
光
寺
領
中
嶋
郡
萩
薗
村
の
四
至
を

示
し
て
「
限
東
鈴
置
郷
井
円
興
寺
・
陶
正
福
庵
才
四
壁
竹
、
限
南
大

道
井
八
瀬
市
庭
（
下
略
ご
と
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
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第4図矢合小字図
　　　，1曽一’一rr一、弊

．！ ]向；　＼＼

砺＼。。
ノ’

　　　　　　夙艦
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叉
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・亥ノ下　1 紺麗浦

寺浦
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　　山羅敷
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疋円光瀞
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三三朗
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嘩
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　L
　l提蜘
　●、、、

　1”
　に
1駒田　・、

　1　　　ノ
　コ　　　　　　　　　　　　　　　ズ

　1　　　’
　π　　　　　　　　　　’

　　　　　流
　　　　　　　五歩一
ノ　　　’

1　　，・…。

u花渉　　・
　　　　　高畑

高松

ノ

t

t

三吉跡

喜蔵屋敷

」＝　濯（円爽等）

　　　冥業

p
．
〃

t

t

ゐ

官辻
　　　ノ

餌 s

ト

　ts

叢穂

辻初 　　　　、、　　　　　　　　　　　　　、

　　　　へ　　，　　　　　　、
　　，　　　　　　　　、
　，　　　　　　　　　　　、

　　　　地蔵

ノ

市神前

臥

面棒堀

　ノ

練徽
市神東
　　’

l

t

r
i

t

中椎ノ木

。　20em

’

一　道路　　一一・卜字界

戦争　　一一大字界

s

　’鈴羅西

　N
t

冨西

椎ノ木

×

欝鈴蹴社

　　x
　　富蟹敷

＼　酉燭闇
　×
　　s

　　　　×

東浦

大嶽

　　　　　　　　　　　、帖　　　　　　寿国
　　　　　　　　　／t7Y

麟輝／／

　　臨　　／
　　　　　xl　1

囎1組・rl

　　　　7
＼　　　ノ
　も　　　　　　　ぴ

　＼ソ

響糠

　　傘

　　　謬

与屋敷凝

　　　ゑ
　　　峯
　　　レロ畔翻一扁一 ｣

　　　　IA，

髄　1．
　　　彰

　＼汚
　　　ご
　　　重

　　　誰

　　1．

七々代

一一一一．．一．1

　　　　輩

　　　　ぞ
＼一　1

し
奪
「

は
か
っ
て
当
村
の
爾
西

な
い
が
、
郡
村
狗
行

い
う
寺
は
今
日
見
ら

記㊧れ

す
る
。
ま
た
円
興
寺
と

接
し
て
円
光
寺
が
現
存

想
さ
せ
、

萩
園
社
に

鈴
置
郷
と
呼
ば
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
を
予

て
そ
れ
ぞ
れ
萩
崎
村
、

っ
て
こ
の
村
を
二
分
し

れ
る
小
綱
が
あ
り
、
か

見
る
ご
と
く
、
稲
沢
市

　
　
ヤ
ワ
セ

大
字
矢
合
の
北
西
部
と

南
東
部
に
そ
れ
ぞ
れ
萩

園
社
、
鈴
置
社
と
呼
ば

れ
な
い
が
、
第
四
図
に

い
う
地
名
は
今
日
見
ら

薗
村
お
よ
び
鈴
置
郷
と

こ
こ
に
登
場
す
る
萩

98　（98）



大名領簸成立期における中心集落の形成（小林）

第5級肉口保に関する地名の分布

〔］は大字名に関連地名を有するもの

　　は小字名に関達地名を有するもの

に
あ
っ
た
国
分
寺
が
焼
失
後
円
興
寺
の
境
内
に
易
窮
し
た
こ
と
を
記

し
て
お
り
、
現
在
の
岡
分
寺
が
か
っ
て
の
円
興
寺
に
繕
当
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
八
瀬
市
庭
も
ま
た
こ
の
村
に
存
し
た
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
現
在
こ
の
村
の
北
東
部
、
千
分
寺
の
門
前
に
あ
た

る
所
に
布
神
鮭
の
小
さ
な
雇
が
存
在
し
、
市
神
前
・
市
神
東
な
る
小

字
名
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
有
力
な
傍
証
と
な
ろ
う
。

　
八
瀬
と
い
う
地
名
は
、
応
永
一
一
（
一
四
〇
四
）
年
の
服
部
宗
直
売

⑳券
に
よ
れ
ば
中
嶋
郡
山
口
論
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

こ
で
当
時
の
山
口
保
の
境
域
を
想
定
す
る
の
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る

地
名
を
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
妙
興
寺

文
書
か
ら
取
り
亡
し
て
み
る
と
次
の
も
の
が
得
ら
れ
る
。

　
切
渡
賀
垂
、
国
分
寺
、
青
木
、
国
分
地
小
道
、
枇
杷
論
語
、
西
迫
、
融
融
、

　
平
野
、
細
工
勝
、
刀
工
寺
、
真
野
副
、
兼
重
、
柚
木
町
内
、
下
切
、
宿
塚
、

　
辻
堂
後
、
八
瀬
、
肉
口
新
造
、
船
橋
池
、
有
里
名
、
法
花
踏
舞
、
矢
合
畠
、

　
鈴
置
、
門
光
寺
、
義
長
辺
、
中
野
方
田
、
霊
野
寺
、
中
欄
内
、
萩
三
流
、

　
下
津
矯
、
堀
溝
口
、

　
以
上
の
う
ち
現
在
も
地
形
図
上
に
地
名
を
残
し
て
い
る
の
は
、
第

五
図
に
示
し
た
ご
と
く
、
浅
井
・
中
野
・
山
口
。
法
花
寺
・
船
橋
。

平
野
・
矢
合
・
霊
長
・
堀
之
内
で
あ
る
。
ま
た
明
治
二
四
年
測
図
の

陵
地
測
量
部
二
万
分
精
一
地
形
図
は
、
現
在
の
地
形
騎
で
は
「
中
尾
」

お
よ
び
「
東
村
篇
、
「
門
前
」
と
記
さ
れ
て
い
る
集
落
を
前
者
は
「
二

色
」
、
後
者
は
「
下
切
」
と
し
て
お
り
、
愛
知
県
郡
町
村
字
名
調
に

よ
れ
ば
第
一
表
の
よ
う
な
小
字
名
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
村
は
矢

合
を
中
心
に
ほ
ぼ
半
径
二
粁
の
悶
内
に
含
ま
れ
る
。
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第1表　山m保関係の現存小潮名

現存小字名
北鈴灘1，繭鈴綴

細工蔵

細工蔵，隣緯に薫蔵，北細工蔵

須力越，鼠【口

堀ノ内田，早発（おりと）

鈴置繭

折ヲ鶯橋（おりとばし）

集手職・嘱
梅ewu／翻倒［

〃
　
ク
　
ク
　
〃
　
ク
　
〃

1梅須賀

中野
平

和練
舟橋
矢合
畿長

に
は
「
細
工
所
」
と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
り
、

四
一
三
）
年
の
円
光
専
天
瑞
塔
領
袖
録
に
は
、

　
蕎
二
反
六
＋
歩
黄
文
離
人
弁
無
指
輪

　
　
（
巾
略
）

　
追
加
分

　
一
締
町
在
所
国
領
一
所
四
反
在
所
計
測
評
尉

な
る
記
載
が
み
ら
れ
、
永
享
七
（
一
四
三
五
）
年
に
は
大
工
肩
友
広
、

友
家
が
連
署
し
て
山
口
保
内
熱
田
色
成
濁
畠
を
妙
興
寺
に
寄
進
し
て

　
⑪

い
る
。

　
山
口
保
の
実
態
、
領
有
関
係
は

明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
由
口
保

に
奮
ま
れ
て
い
た
下
切
西
言
分
の

応
永
二
九
（
一
四
二
二
）
年
の
年
貢

注
文
（
断
簡
）
に
よ
る
と
、
面
積

一
～
二
反
の
耕
地
一
筆
ご
と
に

「
と
う
せ
い
二
郎
」
、
「
さ
ゑ
門
二

郎
」
以
下
二
六
名
の
作
人
の
名
前

と
分
銭
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

前
記
地
名
に
濁
る
よ
う
に
出
口
保

　
　
　
　
さ
ら
に
応
永
二
〇
（
一

　
す
な
わ
ち
、
山
口
録
で
は
遅
く
と
も
一
五
世
紀
初
期
ま
で
に
は
銭

轡
年
貢
を
み
ず
か
ら
負
撮
す
る
小
農
民
の
形
成
が
進
み
、
農
村
に
お

け
る
手
工
業
者
の
成
長
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
甑
、
八
瀬
市
庭
は
こ
の

よ
う
な
動
き
に
対
応
し
て
、
山
口
録
の
中
心
約
位
置
に
あ
っ
た
円
光

⑫寺
や
凹
興
寺
、
国
分
寺
な
ど
の
門
前
に
、
温
田
に
お
け
る
物
資
［
交
換

の
場
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
三
宅
翅
の
北
津
か
ら
薦
岸

の
矢
合
に
入
る
入
口
に
盛
る
船
橋
に
は
「
市
場
口
臨
な
る
小
宇
名
も

現
存
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
市
庭
の
守
護
神
と
し
て
市
神
子
が
祭
ら

れ
て
い
た
が
、
市
神
祉
の
周
辺
一
帯
は
現
在
で
は
宅
地
と
耕
地
の
交

・
錯
す
る
不
規
測
な
ブ
ロ
ッ
ク
型
地
劇
に
お
お
わ
れ
て
、
と
く
に
市
場

と
し
て
特
色
あ
る
地
割
は
み
ら
れ
ず
一
般
の
村
落
と
変
り
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
牛
野
郷
東
本
置
市
は
、
応
永
九
（
一
四
〇
二
）
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

牛
野
郷
内
東
本
地
半
分
地
頭
方
の
年
貢
充
行
状
に
コ
反
小
賭
弓

分
銭
五
斎
四
十
二
文
　
市
庭
減
分
」
と
あ
り
、
そ
こ
で
市
が
開
か
れ

る
一
反
小
廿
歩
の
土
地
（
広
場
）
が
存
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

牛
野
は
尾
張
一
宮
の
南
約
一
粁
、
妙
興
寺
の
棄
○
・
五
粁
の
鎌
倉
街

道
沿
い
に
あ
っ
て
、
近
世
に
は
一
宮
村
の
枝
郷
と
な
っ
て
い
た
。

　
牛
野
郷
は
文
和
七
（
一
三
蟹
田
）
年
当
時
近
衛
家
に
領
有
さ
れ
、
す

で
に
地
頭
と
の
間
に
下
地
中
分
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
地
頭
は
妙

leG　（lee）
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轡

興
寺
草
創
期
の
有
力
な
後
援
者
で
あ
っ
た
荒
尾
氏
で
、
康
安
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穣

三
六
二
）
年
に
は
地
頭
方
の
土
地
が
妙
興
寺
に
溝
鼠
寄
進
さ
れ
、
以

後
妙
興
寺
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
明
徳
元
（
一
三
九
〇
）
年

妙
興
寺
は
潮
位
郷
酒
本
地
半
分
地
頭
方
の
年
貢
一
三
貫
六
〇
七
文
を

三
郎
右
翻
心
、
船
艦
太
郎
の
両
人
に
充
行
っ
て
い
る
。
岡
文
書
に

「
一
所
　
刑
部
太
郎
屋
敷
内
外
　
二
反
半
　
四
百
代
　
請
改
分
銭
一

貫
文
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
虫
部
太
郎
は
こ
の
地
に
屋
敷
を
構
え
た

有
力
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
三
郎
羅
馬
允
も
ほ
ぼ
問
様
な

人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
妙
興
寺
は
応
永
九
（
一
四
〇
二
）
年
、

醐
剛
郷
東
本
地
半
分
地
瀟
配
力
年
縞
只
二
〇
榊
只
五
〇
山
里
文
評
¢
牛
乳
百
姓
胎
守
・
甲

　
　
　
　
鐙

に
充
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
四
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に
、
牛
野
郷

で
は
農
民
層
の
地
縁
的
結
合
が
強
化
さ
れ
て
代
銭
亀
に
よ
る
年
貢
の

百
姓
請
が
成
立
し
て
3
3
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
年
貢
を
免
除

さ
れ
た
一
反
小
十
歩
の
広
場
を
有
す
る
豊
野
郷
東
本
地
市
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。

　
牛
野
地
区
は
戦
前
に
耕
地
整
理
が
行
わ
れ
て
、
そ
れ
以
前
の
地
籍

閣
を
残
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
地
割
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
現
在
そ
の
集
落
は
不
親
則
に
農
家
の
配
列
す
る
小
さ
な
集
村

を
な
し
、
そ
の
北
西
蠕
に
東
北
東
ー
ー
西
広
西
、
北
々
西
…
…
南
々

棄
方
向
の
畦
畔
に
よ
っ
て
整
然
と
区
画
さ
れ
た
長
方
形
の
地
割
と
不

整
禽
に
爾
北
に
綱
、
長
い
広
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
神
明
社
が
鎮
座
し
て

い
る
。
こ
の
神
社
は
牛
野
地
区
の
鎮
守
と
し
て
地
区
住
民
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
面
積
が
前
記
の
広
場
の
面
積

一
反
小
計
歩
に
ほ
ぼ
一
致
し
、
か
っ
て
牛
野
郷
東
本
地
市
の
開
市
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

　
以
上
の
事
例
か
ら
、
e
初
期
の
村
落
市
場
が
開
か
れ
た
所
に
お
い

て
も
、
そ
の
地
割
は
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
を
呈
し
て
一
般
の
村
落

と
変
ら
ず
、
そ
の
村
落
規
模
も
必
ず
し
も
大
き
く
な
く
周
辺
の
村
落

と
違
わ
な
い
。
⇔
そ
の
市
場
も
今
臼
ま
で
遺
構
を
と
ど
め
る
よ
う
な

顕
著
な
施
設
を
と
も
な
わ
ず
、
交
通
の
便
に
恵
ま
れ
た
村
落
や
祇
寿

の
門
前
な
ど
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
八
瀬
市
庭
に
お
け
る
市
神
社
や
牛

野
磯
曲
本
地
市
に
お
け
る
開
市
の
た
め
の
広
場
の
よ
う
な
景
観
が
付

加
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
村
落
景
観
を
特
色
あ
る
も
の
に
改
変
す

る
ほ
ど
の
影
響
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
⇔
山
口
保
に
お
け
る
八

瀬
市
庭
か
ら
予
想
さ
れ
る
ご
と
く
、
庄
・
郷
・
保
な
ど
住
民
の
地
縁

的
な
結
合
を
生
み
出
す
領
域
を
背
景
と
し
て
初
期
の
村
落
市
場
が
成

立
し
た
が
、
そ
の
領
域
（
市
場
圏
）
は
せ
い
ぜ
い
半
径
二
～
三
門
程

度
の
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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①
豊
照
武
、
『
増
訂
中
髄
鷺
本
商
業
．
史
の
研
究
』
一
九
五
二
年

②
　
佐
々
本
加
温
弥
、
　
『
中
世
の
蝦
上
轟
栄
』
田
本
麻
鵬
史
旧
訓
骸
扁
、
　
一
九
山
ハ
一
年

③
　
宗
暁
躍
文
、
妙
興
寺
文
欝
八
一
、
　
『
斬
編
一
詳
解
史
　
資
料
編
五
』
所
収
、
一

　
九
六
三
年
（
以
下
妙
興
導
文
君
は
す
べ
て
本
潜
に
よ
顔
、
文
潜
番
号
も
本
書
に
準

　
ず
）

④
愛
知
県
教
育
会
、
『
明
給
十
五
年
愛
知
県
郡
町
村
字
名
調
隔
｝
塑
一
三
年
．

⑤
近
世
の
名
古
騰
・
犬
肉
両
城
下
町
と
熱
田
で
は
、
近
世
に
お
け
る
地
名
の
改
変

　
が
著
し
い
の
で
除
外
し
た
。

⑥
小
野
均
、
『
近
世
城
下
町
の
研
究
』
～
九
二
八
年

⑦
愛
知
県
、
『
愛
知
県
史
第
二
巻
』
｝
九
三
八
年

⑧
中
島
義
一
、
『
市
場
集
落
』
一
九
六
四
年

⑨
尾
張
平
野
に
お
け
る
条
墾
制
遺
構
の
分
布
は
こ
の
地
域
に
著
し
く
（
水
野
縛
二
、

　
『
尾
張
の
歴
史
地
理
　
上
編
隠
　
｝
九
薫
九
年
）
、
中
世
に
お
け
る
粗
放
的
耕
作
か

　
ら
集
約
的
耕
作
へ
の
移
行
も
こ
の
地
域
を
中
心
に
展
開
し
た
（
妙
興
寺
文
書
八
、

　
八
九
、
一
八
五
な
ど
は
一
闘
世
紀
に
お
け
る
こ
の
地
域
で
の
二
毛
作
の
薄
粧
を
示

　
し
て
い
る
）
。
ま
た
近
世
初
期
に
お
け
る
村
高
の
分
布
も
こ
の
地
域
が
高
い
生
産

　
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

⑩
⑪
愛
知
県
、
　
『
愛
知
県
史
第
一
巻
』
一
九
三
〇
年

⑫
　
門
覚
超
文
滑
黒
影
八
、
　
『
鎌
倉
市
央
　
史
料
編
第
工
駈
所
収
、
一
九
五
六
年

　
（
以
下
円
覚
寺
文
講
は
す
べ
て
本
君
に
よ
り
、
文
書
番
号
も
本
書
に
準
ず
）

⑬
　
元
享
二
（
；
＝
三
）
年
の
尾
張
個
林
・
阿
賀
薄
荷
村
名
寄
帳
（
円
覚
寺
文
書

　
六
七
）
に
よ
る
と
、
小
牧
市
北
東
部
の
大
出
用
河
谷
に
位
醗
す
る
こ
れ
ら
の
村
で

　
は
、
こ
の
頃
名
主
職
所
有
庸
と
作
例
所
有
表
と
の
聞
の
移
動
が
み
ら
れ
、
農
民
層

　
の
階
鼎
変
化
が
進
行
し
て
小
経
営
農
斑
が
形
戒
さ
れ
、
彼
等
が
催
々
の
年
賞
負
担

　
渚
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
平
野
中
央
部
の
自
然
堤
防
上
の
集

　
落
に
そ
の
名
を
伝
え
る
落
合
郷
の
』
貝
治
二
（
…
＝
エ
ハ
三
）
年
の
年
・
貢
注
文
（
妙
興

　
寺
文
書
…
〇
九
）
に
は
作
人
別
に
園
鼠
面
積
と
年
貢
銭
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

　
経
営
規
摸
は
二
反
～
｝
町
一
反
と
小
規
模
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
宮
蜜
の
晦
郊
に
位

　
概
す
る
牛
・
野
襯
勘
で
は
応
永
九
〇
四
〇
こ
）
年
牛
野
郷
東
本
地
半
分
地
頭
方
の
磁
，

　
曽
以
二
〇
貫
五
（
）
細
雨
論
又
が
　
「
施
丁
野
｝
臼
姓
講
中
」
．
に
由
允
行
わ
れ
て
い
”
Φ
　
（
妙
興
市
守
購
入
潜

　
二
一
讐
一
）
。

⑭
離
宮
八
幡
宮
文
書
、
『
愛
知
県
史
別
巻
』
所
収

⑮
原
田
伴
彦
、
『
臼
本
封
建
都
市
研
究
隔
…
九
五
七
年
、

　
同
、
　
『
臼
本
封
建
制
一
下
の
都
市
と
祉
会
臨
…
九
六
〇
年
・

⑯
〃
足
利
健
亮
、
「
大
瀦
盆
地
に
分
布
す
る
小
字
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ツ
ボ
）
」
の
考
察

　
一
我
が
平
安
時
代
に
お
け
る
郡
郷
等
の
罷
倉
院
追
究
の
一
試
論
1
」
『
中
下
林
』

　
四
覧
の
｝
、
　
九
六
二
年

⑰
中
嶋
祐
俊
寄
進
状
、
妙
興
寺
文
勲
皇
ニ
ハ
の
…
凶

⑱
　
樋
鐸
好
古
、
『
郡
村
絢
行
記
輪
丹
羽
郡
瀬
蔀
村
の
条
（
以
下
、
郡
村
働
行
記
は
、

　
特
に
注
記
し
た
も
の
を
除
い
て
、
す
べ
て
愛
知
摂
教
育
会
、
　
『
尾
張
御
行
記
訟
三

　
巻
に
よ
る
）

⑲
　
久
我
長
文
職
証
、
　
『
國
学
院
雑
誌
』
五
八
の
…
、
一
九
庶
七
年

⑳
　
杉
由
陰
、
　
「
久
我
家
領
尾
張
閑
海
渠
庄
に
つ
い
て
」
　
『
地
方
史
研
究
』
＝
一
の

　
二
・
三
、
一
九
六
二
年

⑳
八
ッ
麗
、
鎌
須
賀
、
迫
閲
、
土
購
、
上
条
、
今
宿
、
方
領
、
森
、
惣
作
、
本
郷
、

　
上
蔀
津
、
中
萱
津
、
下
翼
津
、
坂
牧
、
長
牧
、
北
間
島
、
東
条
、
堀
之
内
、
馬
島
、

　
花
常
、
中
｛
島
、
西
条
、
翌
本
木
、
小
路
の
慌
四
ケ
村

⑳
　
晶
闇
掲
漱
還
⑱
、
海
螢
郡
甚
穫
専
村
の
条

⑬
　
円
覚
寺
文
欝
二
二

⑳
　
円
覚
寺
米
銭
納
蝿
帳
、
円
覚
寺
文
書
一
四

　
前
欠
で
そ
の
全
貌
は
不
明
で
あ
る
が
、
糸
薄
茄
増
分
二
〇
貫
五
〇
〇
文
、
絹
代
加

　
増
分
二
一
貫
二
〇
〇
文
な
ど
増
分
二
九
一
貫
六
六
二
文
を
含
む
銭
　
、
五
〇
六
貫

　
八
六
八
文
が
、
一
、
四
二
八
石
八
斗
の
米
と
共
に
納
入
さ
れ
て
い
る
。

鱒
　
前
掲
文
書
③
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鐙
　
二
二
好
宵
、
『
中
島
那
絢
行
記
十
一
二
』
　
（
嶺
古
堅
市
蓬
左
文
庫
蔵
）

⑳
　
妙
興
寺
文
懲
二
　
…
六

鰺
妙
興
寺
文
堂
二
六
、
王
五
、
五
八
、
＝
二
五
、
一
六
一
、
一
七
一
、
一
七
九
、

　
…
八
一
、
　
ニ
ニ
六
、
　
二
三
四
、
　
二
西
五
、
　
二
四
一
八
、
　
二
六
六
、
二
九
闘
、
一
瓢
㎎
H
九
、

　
三
五
七

盈
．
下
切
賄
迫
分
年
貞
注
文
、
妙
興
寺
文
君
三
〇
〇

⑳
　
妙
興
寺
文
需
二
七
三

⑳
　
友
広
等
連
署
寺
領
寄
進
状
、
妙
興
醒
文
書
三
四
九

⑫
　
円
光
寺
は
山
口
保
内
に
一
九
町
二
反
小
の
寺
領
を
有
し
（
妙
興
寺
文
書
一
八

　
｝
）
、
ま
た
傑
｝
内
の
織
領
か
ら
反
別
践
○
文
宛
の
園
衙
正
税
を
収
納
し
て
い
た
（
妙

　
掛
襟
文
書
二
四
八
、
二
糊
九
）
。

鐙
　
妙
興
寺
雑
掌
暢
牛
野
郷
内
年
貢
充
行
状
、
妙
興
寺
文
書
㎝
一
一
三

　
　
　
　
　
　
ぢ

⑳
　
看
火
覆
家
領
牛
野
郷
年
貢
注
文
、
妙
興
寺
文
番
七
三

㊧
　
重
松
明
久
、
　
「
妙
興
寺
管
見
」
　
『
名
古
置
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
七
、

　
…
九
五
八
年

⑳
　
麓
羅
泰
隆
売
券
、
同
嵜
進
状
、
妙
興
寺
文
書
九
九
、
一
〇
〇

⑰
　
妙
興
寺
僧
等
連
署
牛
野
郷
年
貢
充
行
状
、
妙
興
寺
文
潜
　
八
五

鰺
前
掲
文
欝
⑬

第
二
章
　
在
地
封
建
領
主
の
成
長
と
城
館

　
鋸
｝
節
　
中
世
城
館
の
検
出

　
尾
張
に
お
け
る
中
世
の
城
館
に
つ
い
て
は
、
藤
原
景
元
が
藩
命
を

受
け
て
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
に
領
内
の
古
城
跡
を
調
査
し
た
尾

　
　
　
　
⑮

州
古
城
志
が
あ
り
、
張
州
府
志
、
郡
村
絢
行
記
等
、
近
世
に
書
か
れ

た
地
誌
類
に
も
記
載
が
み
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
地
方

史
誌
そ
の
他
に
よ
っ
て
補
…
足
修
正
を
加
え
て
、
知
多
郡
を
除
く
羅
張

に
お
け
る
中
世
の
城
館
一
四
八
を
検
出
し
た
。

　
ま
た
城
館
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
地
名
に
は
、
城
跡
、
城
下
、
城

之
内
、
○
○
城
な
ど
の
城
地
名
、
館
、
屋
形
な
ど
の
館
地
名
、
お
よ

び
城
館
に
付
随
す
る
構
築
物
（
堀
、
土
居
、
矢
倉
な
ど
）
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
名
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
愛
知
県
郡
町
村
字
名
調
か
ら
抽
出
す
る

と
、
城
地
名
の
み
を
有
す
る
村
四
五
、
構
築
物
を
意
味
す
る
地
名
の

み
を
有
す
る
村
三
一
、
両
者
を
と
も
に
有
す
る
翌
翌
、
合
計
八
二
と

な
る
が
、
館
地
名
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
地
名
の
う
ち
検
出
し
た
城
館
と
対
応
す
る
も
の
は
三
五

力
研
で
、
残
り
の
四
七
ヵ
所
は
対
応
し
な
い
。
ま
た
一
一
五
の
古
城

跡
が
城
地
名
や
城
の
構
築
物
を
示
す
地
各
を
伴
わ
ず
、
こ
と
に
春
日

井
原
や
尾
張
丘
陵
に
分
布
す
る
桶
狭
間
や
小
牧
。
長
久
手
な
ど
の
合

戦
に
際
し
て
築
か
れ
た
一
時
的
な
城
砦
や
、
平
野
南
西
部
の
低
湿
地

に
み
ら
れ
る
新
し
い
城
館
の
場
合
は
、
古
城
跡
に
対
応
す
る
地
名
を

ほ
と
ん
ど
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
平
野
中
央
部
に
分
布
す

る
比
較
的
早
く
成
立
し
た
城
館
の
場
合
、
そ
れ
に
対
応
す
る
地
名
を

伴
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
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つ
ぎ
に
、
検
出
し
た
一
四
八
の
城
館
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
居
城
し

た
武
土
の
活
動
時
期
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
五
時
期
に
分
類

し
た
。
す
な
わ
ち
、
㈲
鎌
倉
時
代
及
び
そ
れ
以
前
（
；
薫
三
年
ま
で
）
、

㈲
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
か
ら
南
北
朝
動
乱
期
を
経
て
斯
波
氏
が
尾
張
守

護
に
な
る
ま
で
の
混
乱
期
（
一
三
一
一
一
三
～
＝
二
九
八
年
）
、
⑥
斯
波
氏

の
尾
張
守
護
就
任
か
ら
応
仁
の
乱
を
経
て
守
護
代
両
織
田
家
の
も
と

に
中
小
領
主
腰
が
被
官
化
さ
れ
、
尾
張
を
二
分
す
る
領
国
支
配
が
行

わ
れ
た
守
護
領
濁
制
の
時
代
（
一
三
九
八
～
一
五
一
五
九
年
）
、
⑪
織
田

第2表　時代別城館数

郡1合訓Ai酬cbiE隊
1
1
5
5
9
2

1
3
2
1
1
2

7

　6

25

　2

20

12

36

　3

1i

64

2

1

　　　i

，i　，l

　　　i王

）1　，｝

　1

　4

11

　2

23

渠
島
羽
井
西
東
知

　
　
　
ほ

雪
中
母
春
海
海
一
災

帥・・1・．いi52い・｛・・（　63

註：A・B・C・D・Eの各時代については本文参駄

信
長
の
胎
頭
に
よ
っ
て
尾

張
一
岡
が
統
一
さ
れ
た
時

か
ら
そ
の
死
ま
で
の
信
長

時
代
（
一
五
五
九
～
八
二
年
）
、

⑳
信
長
の
死
後
尾
張
お
よ

び
北
伊
勢
を
支
配
し
た
織

削
信
雄
の
時
代
〇
五
八

二
～
九
〇
年
）
。
こ
の
場
合
、

同
時
代
の
記
録
に
あ
と
づ

け
う
る
も
の
は
ご
く
僅
か

で
、
そ
の
多
く
は
驚
承
を

も
と
に
し
た
と
思
わ
れ
る
前
記
尾
羽
古
城
志
そ
の
他
に
記
耽
さ
れ
て

い
る
武
士
名
を
、
太
平
記
、
文
正
記
、
信
長
公
記
、
太
閤
認
、
長
久

手
戦
話
等
に
登
場
す
る
武
士
名
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
た
た
め
、

不
十
分
な
点
が
多
く
、
と
く
に
中
島
郡
、
海
西
郡
、
海
東
郡
で
は
不

足
の
も
の
が
多
い
が
、
城
館
分
布
の
傾
向
の
大
勢
は
知
り
え
よ
う
。

い
ま
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
第
二
表
の
ご
と
く
な
る
。

第
二
節
　
｝
四
世
紀
末
ま
で
の
城
館

　
前
記
の
分
類
の
う
ち
㈲
・
⑧
　
の
時
期
に
相
当
す
る
城
，
館
は
そ
れ
ぞ

れ
一
『
六
ヵ
所
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
期
に
は
、
な
お
在
地

領
主
は
充
分
成
長
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
勢
力
も
弱
か
っ
た
た
め
、

後
記
ま
で
遺
構
を
と
ど
め
る
よ
う
な
城
館
を
築
き
え
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
と
愚
わ
れ
る
。
第
六
図
に
み
る
ご
と
く
、
今
β
知
ら
れ

る
こ
の
時
代
の
城
館
は
平
野
海
辺
部
、
こ
と
に
中
世
に
お
け
る
開
発

の
主
要
舞
台
で
あ
っ
た
東
部
の
丘
陵
地
帯
を
灘
む
河
谷
に
多
く
、
開

発
領
主
の
成
長
を
示
す
が
、
そ
れ
ら
は
城
と
い
う
よ
り
開
拓
基
地
的

　
　
　
　
③

性
格
の
強
い
館
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
平
野
中
央
部
で
は
高
い
生
産
力
を
背
景
に
、
荘
園

体
捌
の
弛
緩
に
と
も
な
っ
て
在
地
領
主
の
成
長
が
み
ら
れ
た
。
年
不
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第6図　城館および関連地名の分布
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C
⑨
圏

A，鎌倉聴代以葡の斌餓
D・織阻儒長時代の城館
1．堀・土居地名ほか

4。賜状地・台地

B．奮北朝内乱期の域館

E．織田信雄時代の斌館
2．城地名

5．三角州

O　F

　　晒δ

C．守護領國時伐の斌餓

F．時代不明の斌館

3．標高5Gm以上の肉地
6．干拓地・埋立地
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④

詳
で
は
あ
る
が
、
落
合
行
長
・
知
宇
和
r
身
状
に
よ
る
と
、
熱
田
社
領

尾
張
国
落
合
郷
の
田
畠
萱
野
河
荒
野
以
下
を
惣
領
落
合
左
蔵
華
人
行

長
と
武
家
知
範
と
が
和
与
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
永
仁
六
（
一
二
九
八

年
）
年
語
長
は
落
合
郷
惣
領
主
職
の
う
ち
知
範
に
和
与
の
分
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

相
伝
領
掌
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
落
合
郷
は
清
洲
の
北
方
四
粁
に
あ

た
る
五
条
川
左
岸
の
自
然
堤
防
上
に
立
地
す
る
集
落
に
そ
の
名
を
伝

え
、
　
「
建
保
選
録
案
文
落
A
．
忍
事
」
と
端
裏
書
さ
れ
て
い
る
落
合
送
検

　
　
⑥

注
帳
案
に
よ
る
と
、
春
意
（
春
日
井
）
郡
に
属
し
、

　
垂
耳
町
九
段

　
畠
三
十
三
丁
四
段
小

　
無
作
二
十
二
丁
三
反
六
十
歩

　
神
四
四
町

　
新
宮
　
丁

　
等
地
蔵
町
七
段

　
絹
在
家
二
十
五
宇

か
ら
講
成
さ
れ
て
い
た
。

　
前
記
湘
与
状
に
よ
る
と
、
知
籟
ぽ
落
合
郷
内
に
本
郷
屋
敷
二
町
余

と
蓮
草
新
田
五
町
余
を
「
別
梢
伝
地
偏
と
し
て
有
し
て
和
与
の
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
当
郷
に
居
住
す
る
有
力
農
民
と
し
て

周
辺
の
低
湿
地
を
開
拓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勢
力
を
強
め
て
武
士
化

し
、
在
地
領
主
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
に
徴
す
べ

き
史
料
を
み
な
い
。

　
一
方
の
面
長
は
、
　
「
別
絹
畑
地
」
と
し
て
は
大
北
畠
二
町
と
瞬
八

反
し
か
有
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
馬
和
三
（
；
二
四
）
年
の
六

　
　
　
　
⑦

波
羅
下
知
状
に
よ
る
と
、
彼
は
中
嶋
郡
草
部
郷
一
分
地
頭
語
寿
丸
の

親
父
と
し
て
、
幸
寿
丸
の
所
領
を
安
堵
し
た
御
教
書
を
保
管
し
て
い

た
。
こ
の
草
部
郷
は
中
島
郡
南
東
部
の
大
字
碍
下
部
に
比
定
さ
れ
、

落
合
郷
ど
は
わ
ず
か
二
粁
の
距
離
で
あ
る
。
今
日
彼
の
居
佐
地
を
知

る
手
懸
り
は
得
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
姓
の
示
す
ご
と
く
落
合
郷
を
中

心
に
勢
力
を
扶
殖
し
て
い
た
在
地
領
地
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

貞
和
五
（
一
三
四
九
）
年
京
中
の
事
故
に
そ
な
え
て
所
領
の
一
部
を

　
　
⑧

処
分
し
、
　
「
落
含
郷
領
主
」
と
し
て
「
熱
闘
太
神
宮
御
領
田
方
御
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

内
、
落
合
郷
神
役
」
の
申
状
を
差
出
し
た
落
合
元
長
は
そ
の
系
譜
を

引
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
時
代
は
や
や
下
る
が
康
安
元
（
；
一
六
一
）
年
の
落
合
郷
正
作
田

　
　
　
　
⑳

畠
年
貢
注
文
に
は
、

一
　
畠
分

二
反
半
御
門
蕩
鞭
へ
㌍
　
　
代
六
葱
代
分
評
夏
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大
　
二
心
猷
敷

二
反
窒
蔀
斑
内

一
反
小
法
麟
太
麟
七
山
代

　
　
　
　
　
　
分
八
百
父

一
皮
趨
納
三
二

　
　
　
　
　
　
分
一
貫
二
資
文

一
反
舗
若
書
代

　
　
以
上
一
丁
六
門
反
蹴
十

棚
配
雛

　
代
六
菖
代
分
鴎
重
文

　
代
六
百
回
分
一
貫
二
百
文

　
四
反
濃
鯛
一
飯
語
代

　
　
　
　
　
　
　
　
分
　
貫
二
百
文

　
二
反
南
麟
櫻
煕
百
代

分
銭
九
貫
七
百
文

一
反
鐘
東
内
見
代

　
　
夏
蒔

　
　
（
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
は
肖
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
り
、
さ
ら
に
延
文
三
（
一
三
五
八
）
年
の
譲
状
に
は
「
む
ま
の
太

郎
い
や
し
き
」
、
「
け
ん
こ
い
や
し
き
」
、
「
み
な
み
と
の
の
ま
へ
」
と

い
う
地
名
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
落
合
郷
に
は
「
御
堀
」
を
め

ぐ
ら
し
た
「
南
殿
し
と
呼
ば
れ
る
館
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
御
門
」
を
有
し
、

馬
場
を
付
随
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
付
近
に
は
農
民
の
居
騰
敷
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
今
日
も
落
合
村
に
は
「
御
堀
」
と
い
う
小
字

名
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
館
は
、
か
っ
て
武
家
知
範
ま
た
は

落
合
氏
の
一
族
が
居
住
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ
づ
く
南
北
朝
動
乱
期
に
は
、
美
濃
守
護
の
土
岐
氏
や
今
川
仲
秋
、

畠
山
基
闘
等
が
相
次
い
で
尾
張
守
護
と
な
っ
て
一
定
せ
ず
、
各
地
で

在
地
領
主
と
し
て
胎
頭
し
て
き
た
国
人
層
の
押
領
、
濫
妨
が
相
次
い

で
発
生
し
た
。
葉
栗
郡
門
真
庄
三
腰
村
で
は
、
鐵
和
二
（
一
三
四
六
）
年

摂
津
能
直
が
村
内
八
ケ
名
の
畠
地
屋
敷
を
押
領
し
て
冗
用
を
抑
留
し

珍た
の
を
は
じ
め
、
観
応
二
（
；
一
五
　
）
年
の
池
濁
彦
太
郎
以
降
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

次
に
わ
た
っ
て
国
人
層
の
濫
妨
を
受
け
、
丹
羽
郡
小
喝
庄
で
は
観
応

三
〇
三
五
二
）
年
高
山
伊
賀
守
が
侵
入
し
て
翌
年
に
至
る
も
濫
妨
を

　
　
　
　
　
　
　
⑭

停
止
し
え
な
か
っ
た
σ
海
西
郡
大
成
庄
で
も
寅
治
二
（
満
山
六
三
）
年

　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
猿
子
頼
陰
が
、
永
徳
元
（
一
三
八
一
）
年
に
は
大
成
弥
太
郎
が
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

領
を
働
い
た
ほ
か
、
海
東
郡
海
東
庄
や
寓
田
庄
、
葉
栗
郡
松
枝
庄
な

ど
で
も
土
豪
、
国
人
層
に
よ
る
押
領
、
濫
妨
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
動
乱
期
を
通
じ
て
荘
園
体
制
は
急
速
に
崩
壊
へ
の
道

を
歩
み
、
一
方
土
豪
、
国
人
層
が
三
頭
し
、
小
封
建
領
主
へ
と
成
長

し
て
一
円
的
な
在
地
支
配
を
強
め
、
そ
れ
と
と
も
に
彼
等
の
城
館
は

そ
の
支
配
領
域
の
政
治
的
中
心
と
し
て
の
機
能
を
強
め
て
い
っ
た
。

第
三
節
　
守
護
領
国
制
の
展
開
と
城
館

　
一
四
世
紀
の
動
乱
期
も
一
段
落
し
た
応
永
五
（
一
三
九
八
）
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
管
領
に
名
を
連
ね
る
斯
波
義
重
が
尾
張
守
護
に
補
任
さ
れ
、
身
長
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し
て
き
た
在
地
民
主
屑
を
被
官
化
し
て
守
護
領
国
湖
を
五
霞
し
て
い

っ
た
。
　
応
永
九
2
四
〇
二
）
年
に
は
尾
張
岡
衙
領
の
新
国
領
以
下

二
九
ヵ
所
が
織
照
左
京
亮
以
下
一
四
人
の
守
護
方
給
人
に
よ
っ
て
違

乱
さ
れ
て
お
り
、
　
妙
嘉
島
領
で
も
応
永
三
三
（
一
四
二
六
）
年
に
は

国
分
寺
領
内
八
町
余
、
鈴
澱
郷
内
四
反
半
な
ど
一
四
町
以
上
が
守
護

方
に
押
妨
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
在
地
領
主
願
の
成
長
を
反
映
し
て
、
こ
の
時
期
に
分

類
さ
れ
る
城
館
は
五
二
を
数
え
、
そ
の
分
布
も
平
野
全
域
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
茎
河
山
境
に
近
い
尾
張
庶
陵
に
密
度

が
高
い
ほ
か
は
、
約
二
～
五
粁
間
隔
で
分
庫
し
、
一
円
的
な
在
地
支

配
を
行
う
中
小
封
建
領
主
層
が
広
範
に
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
。

　
斯
波
氏
の
領
国
支
配
は
守
護
代
の
織
田
氏
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
応

永
一
〇
（
　
四
〇
三
）
年
に
は
斯
波
義
重
が
織
田
伊
勢
入
道
常
松
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醗

醍
醐
寺
三
宝
院
領
の
尾
張
麟
衙
正
税
を
督
促
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
応

永
一
五
（
一
目
○
八
）
年
九
月
二
七
輿
付
で
斯
波
義
重
が
妙
興
寺
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

寺
円
光
寺
に
対
し
て
同
寺
領
鈴
遣
郷
一
八
町
を
安
堵
し
た
の
に
応
じ

て
、
翌
二
八
日
に
は
織
田
常
松
が
織
田
左
京
亮
入
道
野
竹
に
あ
て
遵

行
状
を
発
し
て
い
る
。

　
こ
の
常
松
と
常
特
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
応
永
一
八
（
一
四
＝
）

年
に
妙
興
寺
と
丹
波
慰
楽
寺
と
の
、
問
で
欝
欝
郷
に
つ
い
て
争
わ
れ
た

絹
論
に
関
す
る
数
通
の
文
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
同
年
二
月
一
九
日
付
で
常
松
は
叢
竹
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

妙
興
寺
方
の
支
証
提
出
を
求
め
さ
せ
、
そ
の
後
常
松
か
ら
鈴
置
郷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

調
査
を
依
頼
さ
れ
た
常
竹
は
次
の
よ
う
な
書
状
を
常
松
に
送
っ
た
。

　
被
尋
下
候
、
妙
興
寺
雑
掌
与
妙
楽
寺
被
申
候
尾
張
国
鈴
鍛
郷
事
、
御
教
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縄
行
）
（
久
光
）

　
案
文
捧
見
仕
候
、
傍
近
隣
地
頭
御
家
人
相
尋
候
処
、
朝
霞
井
上
条
、
委
細

　
零
点
以
外
文
全
需
上
筆
閥
、
地
下
名
主
百
姓
等
、
告
文
以
申
上
書
、
以
此

　
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
（
感
永
十
八
年
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
）

　
　
　
　
九
月
八
臼
　
　
　
　
沙
弥
常
摺
衣
聡

　
　
　
　
　
（
常
松
）

　
謹
上
・
織
田
伊
勢
入
道
澱

こ
れ
に
よ
っ
て
、
守
護
代
の
常
松
は
守
護
斯
波
義
重
と
と
も
に
在
京

し
て
い
た
の
に
対
し
、
常
竹
は
守
護
の
又
代
と
し
て
在
国
し
て
直
接

領
国
支
配
に
嶺
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
領
国
支
配
は
在
地
に
勢
力
を

扶
植
し
て
成
長
し
て
き
た
「
近
隣
地
頭
御
家
人
」
た
る
朝
日
範
行
や
上

条
久
光
な
ど
の
中
小
封
建
領
主
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
記
応
永
九
年
の
尾
張
雷
鳥
領
の
う
ち

新
国
領
・
葉
師
嵜
・
木
瀬
・
岩
戸
社
・
若
針
・
福
重
内
妙
興
専
知
行
分

の
六
ヵ
所
を
違
乱
し
て
い
た
守
護
方
給
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
織
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大潟領国成立期における中心集落の形成（！1、林）

田
左
京
亮
は
、
こ
の
常
竹
で
あ
ろ
う
。

　
常
竹
の
居
城
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
妙
興
寺
と
丹
波
御
楽
寺
と
の

相
論
に
際
し
て
常
松
が
四
竹
に
あ
て
た
書
状
に
「
京
兆
参
下
津
へ
」

と
あ
り
、
下
津
で
政
務
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、

後
述
の
よ
う
に
間
も
な
く
政
庁
は
下
津
か
ら
論
意
に
移
り
、
そ
の
後

文
明
八
（
一
四
七
六
）
年
織
田
垂
紐
が
下
津
に
陣
し
た
織
田
敏
広
と

戦
っ
て
下
津
城
を
焼
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
他
に
徴
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
史
料
は
な
い
。
下
津
城
跡
に
関
し
て
郡
村
態
勢
記
は
「
今
為
田
」

と
記
し
て
お
り
、
す
で
に
近
世
末
期
ま
で
に
水
田
化
さ
れ
て
し
ま
い
、

今
日
で
は
「
大
堀
」
と
い
う
小
宇
名
を
残
す
だ
け
で
何
ら
そ
の
遺
構

を
と
ど
め
な
い
。

　
下
津
は
尾
張
平
野
中
央
部
に
位
置
し
、
古
代
以
来
の
政
治
的
中
心

地
で
あ
っ
た
国
府
に
も
近
く
、
前
述
の
ご
と
く
鎌
倉
時
代
に
は
鎌
倉

街
道
沿
い
の
宿
駅
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
正
和
三
（
；
＝
匹
）
年
に

は
下
津
五
日
市
、
　
応
永
四
（
豊
町
九
七
）
年
に
は
中
嶋
郡
国
衙
下
津

市
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
そ
の
名
称
か
ら
現

在
の
下
津
北
繭
O
・
五
重
の
五
日
丁
場
村
に
比
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、

後
者
は
e
そ
の
初
見
年
代
が
斯
波
義
重
が
尾
張
守
護
に
補
任
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

応
永
五
（
一
三
九
八
）
年
の
前
年
で
あ
る
こ
と
、
⇔
国
衙
下
津
市
と

呼
ば
れ
国
の
政
庁
と
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
⇔
当
降
は
す
で

に
古
代
以
来
の
国
の
政
庁
で
あ
っ
た
国
府
（
衙
）
は
実
体
の
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
㈱
常
識
は
応
永
九
（
一
四

〇
二
）
年
に
は
妙
興
寺
末
寺
蔵
田
寺
領
書
付
注
文
に
散
位
康
澄
と
と

も
に
証
噛
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
、
芳
油
が
政
務
を
と
っ
て

い
た
下
津
城
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
綿
雲
の
後
を
受
け
て
領
国
支
配
に
た
ず
さ
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

田
大
和
守
某
は
嘉
吉
三
（
一
四
四
三
）
年
妙
興
寺
に
禁
制
を
下
し
た
。

こ
の
禁
制
に
は
「
織
細
大
和
草
清
須
城
主
」
と
あ
る
附
箋
が
し
て
あ
り
、

こ
の
頃
に
は
尾
張
國
の
政
庁
が
下
津
か
ら
清
須
に
移
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

そ
の
隻
禄
四
（
璽
ハ
・
）
年
の
羅
張
守
護
野
撤
遵
行
状
轡
織

田
大
和
守
、
織
田
豊
後
入
道
、
某
の
三
人
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
清

須
城
代
」
、
「
尾
州
両
守
護
代
」
、
「
岩
禽
城
代
」
と
附
箋
が
し
て
あ
り
、

こ
の
当
時
は
守
護
代
の
下
に
清
須
と
岩
国
に
そ
れ
ぞ
れ
城
代
が
い
て

領
国
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
　
「
尾
州
両
守
護
代
」
と
さ
れ
て
い
る

織
田
豊
後
入
道
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い
が
、
清
興
城
代
は
織
照
大

和
守
敏
定
も
し
く
は
そ
の
先
祖
、
岩
倉
誌
代
は
織
田
伊
勢
守
敏
広
で
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あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
永
禄
二
（
｝
五
五
九
）
年
織
田
信
長
に
よ
っ
て
尾
張
一
国

が
統
一
さ
れ
る
ま
で
、
岩
倉
と
清
須
を
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
と
し
て
尾

張
を
二
分
し
て
支
配
す
る
端
緒
が
み
ら
れ
る
。
以
後
、
応
仁
の
乱
の

混
乱
期
を
経
て
岩
倉
を
本
拠
と
す
る
伊
勢
守
と
満
須
を
本
拠
と
す
る

大
和
守
は
、
文
明
八
（
一
四
七
六
）
年
に
下
津
で
戦
っ
た
の
を
は
じ
め
、

美
濃
土
岐
氏
の
三
訂
に
か
ら
む
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
信
長
公

記
に
い
う
ご
と
く
「
上
之
輯
録
郡
織
田
伊
勢
守
諸
将
手
に
付
進
退
し

…
…
半
国
下
郡
織
田
大
和
守
下
知
に
随
へ
」
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ

に
は
、
下
四
郡
に
お
け
る
大
和
守
の
統
一
的
支
配
に
対
し
て
、
上
四

郡
の
伊
勢
守
系
諸
将
に
よ
る
分
割
支
配
と
い
う
差
が
見
ら
れ
た
。

　
文
亀
三
（
㎝
五
〇
三
）
年
に
は
織
田
五
郎
が
清
須
誠
主
と
し
て
姿

を
見
せ
る
。
　
つ
づ
い
て
永
正
一
三
（
一
五
一
六
）
年
織
田
特
昇
は
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

興
寺
に
そ
の
寺
領
を
安
堵
し
た
が
、
同
時
に
織
田
弾
正
忠
信
賢
、
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
筑
前
守
良
頼
、
織
田
九
郎
広
延
の
三
奉
行
が
連
著
し
た
判
物
が
鵬

さ
れ
、
こ
の
頃
に
は
実
質
的
に
政
務
を
担
饗
す
る
者
と
し
て
三
人
の

奉
行
が
存
在
し
て
い
た
。
信
長
公
記
首
巻
は
天
文
初
年
頃
の
二
念
三

奉
行
と
し
て
織
田
因
幡
守
、
織
田
藤
左
衛
門
、
織
田
弾
正
忠
の
三
人

を
記
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
織
田
藤
左
衛
門
は
清
須
の
東
約
三
粁
に

位
澱
す
る
下
小
田
井
の
城
主
で
あ
福
織
田
弾
正
恵
は
清
須
の
西
方

二
九
粁
の
三
宅
川
と
日
光
川
の
合
流
点
に
位
置
す
る
勝
幡
の
城
主
で

　
　
⑬

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
前
期
に
お
い
て
は
彼
等
は
な
お
在
地

性
を
脱
し
え
ず
、
自
己
の
居
城
に
あ
っ
て
奉
行
と
し
て
の
政
務
に
参

与
し
て
い
た
。

第
四
節
　
戦
国
大
名
領
圏
に
お
け
る
城
館

　
清
須
三
奉
行
の
一
人
で
あ
っ
た
織
田
弾
正
忠
信
秀
は
勝
幡
城
に
居

城
し
て
尾
張
平
野
欝
部
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
大
永
年
中
に

は
那
古
屋
に
今
川
氏
豊
を
攻
め
て
そ
の
城
を
奪
取
し
、
天
文
元
（
一

五
三
三
年
に
は
三
奉
行
の
一
人
織
田
藤
左
衛
門
と
戦
っ
た
。
つ
づ

く
天
文
三
（
一
壷
　
西
）
年
に
は
那
古
歴
城
を
嫡
子
吉
法
師
（
信
提
）

に
守
ら
せ
て
古
渡
城
に
移
り
、
さ
ら
に
天
文
一
七
（
一
五
四
八
）
年

末
森
城
に
移
っ
た
。
　
こ
の
問
、
天
文
二
（
一
五
王
三
）
年
に
は
単
独

で
妙
興
寺
に
対
し
て
寺
領
を
安
堵
し
、
年
不
詳
で
は
あ
る
が
熱
田
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

座
主
に
宛
て
、
こ
れ
も
単
独
で
笠
覆
寿
惣
寺
僧
領
を
安
堵
し
て
い
る
。

天
文
一
二
2
五
四
三
）
年
に
は
内
裏
修
理
料
と
し
て
四
千
貫
を
献

上
す
る
ほ
ど
の
富
を
も
蓄
積
し
て
い
た
。

　
天
文
二
一
（
一
五
五
工
）
年
信
秀
の
死
後
、
そ
の
家
督
を
枳
志
し
た
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信
長
は
、
弘
治
元
（
一
五
五
五
）
年
溝
須
を
攻
め
て
そ
こ
に
移
り
、

永
禄
二
（
一
五
五
九
）
年
に
は
岩
倉
を
攻
め
落
し
、
尾
張
一
圏
の
統

一
を
完
成
し
て
そ
の
封
建
支
配
を
確
立
、
翌
三
年
掛
は
桶
全
問
に
今

川
義
元
の
進
出
を
く
い
と
め
て
全
国
欄
覇
へ
の
足
場
を
築
い
て
い
っ

た
。　

こ
の
信
長
時
代
の
城
館
は
四
五
、
続
く
信
雄
時
代
は
二
八
と
減
少

傾
向
を
示
す
。
し
か
も
前
者
に
は
桶
狭
間
合
戦
そ
の
他
、
後
者
に
は

小
牧
・
長
久
手
合
戦
の
際
に
急
造
さ
れ
た
一
時
的
な
城
砦
を
も
含
む

の
で
、
恒
常
的
な
城
館
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。
し
か
も
そ
の
多
く

は
前
時
代
の
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
。
領
国
支
配
が
安
定
し
、
兵
農

分
離
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
合
戦
を
除
い
て
は
新
規
に
誠

館
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、
か
っ
て
は
在
地
に
城
館
を

構
え
て
い
た
領
主
層
も
回
暦
構
造
を
な
す
家
臣
団
に
編
成
さ
れ
、
し

だ
い
に
在
地
性
を
払
拭
し
て
城
下
町
1
一
清
須
や
有
力
家
距
の
城
下
に

集
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
長
久
手
戦
話
は
織
田
儒
雄
が
徳
川
家
康
の
勧
め
に
よ
り
、
有
力
家

臣
か
ら
人
質
を
取
る
こ
と
に
し
た
際
、
使
者
を
派
遣
し
た
城
と
し
て

犬
山
城
以
下
一
七
城
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
領
国
内
に
六
～
一

〇
粁
の
間
隔
で
分
布
し
、
　
清
須
は
そ
の
中
心
に
当
っ
て
い
る
。
　
す

な
わ
ち
儒
雄
時
代
に
は
、
領
国
の
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
す
る
城
下
町
清

須
を
頂
点
と
し
て
v
周
辺
の
城
に
有
力
家
臣
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
領
国
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
周
辺
部
の
城
に
配
さ
れ
た
武
将
も

必
ず
し
も
そ
の
城
を
本
拠
と
し
て
成
長
し
て
き
た
土
着
の
武
士
で
は

な
く
、
代
官
的
性
格
を
有
し
、
そ
の
所
領
も
領
内
各
地
に
散
在
し
て

い
る
。

　
①
『
尾
州
古
城
志
』
㎜
窩
衛
立
図
書
館
所
蔵
（
写
本
）
、
『
尾
張
古
城
志
』
『
同
補

　
　
遺
』
名
古
醗
市
立
鶴
舞
図
書
館
駈
蔵
（
写
本
）

　
②
愛
知
県
教
育
会
、
『
幌
治
十
五
年
愛
知
県
郡
町
村
寧
名
調
』
一
九
霊
一
　
年

　
③
藤
本
三
瀬
、
「
中
世
豪
族
騰
敷
村
の
系
譜
と
土
地
閥
発
」
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』

　
　
第
二
鰻
　
、
　
一
九
六
閥
年

　
④
妙
興
寺
文
書
六

　
⑤
伏
見
上
皇
院
宣
、
妙
興
寺
文
書
五

　
⑥
妙
興
寺
文
書
｝

　
⑦
　
妙
興
寺
墨
壷
皇
○

　
⑧
落
舎
兵
庫
助
元
長
書
状
井
某
外
題
（
断
簿
）
、
妙
興
専
文
諮
四
三

　
⑨
　
熱
田
社
領
落
合
半
文
議
案
、
妙
興
寺
文
書
四
七

　
⑩
妙
興
寺
文
書
九
二

　
⑪
　
比
丘
尼
し
ゅ
｝
譲
状
案
、
妙
興
寺
文
潜
八
○

　
⑫
⑬
　
若
王
寺
神
社
文
書
、
『
愛
知
県
史
別
巻
』
所
収

　
⑭
海
蔵
院
文
書
、
前
掲
書
⑫
．
所
収

　
⑯
　
二
二
執
行
日
記
、
前
掲
書
⑫
所
収

　
磁
　
東
寺
乳
量
文
書
ミ
之
部
、
前
掲
書
⑫
所
収

　
⑫
　
天
龍
寺
重
書
穣
直
濡
、
前
掲
魯
⑫
訴
収
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纏⑪⑳⑳⑳⑳⑳⑮⑳⑳t動 　
照
顧
博
、
　
「
久
我
家
領
羅
張
国
海
棄
庄
に
つ
い
て
」

　
七
、
　
一
九
六
二
年

⑱
円
覚
寺
文
書
一
二
圏
ほ
か

⑲
　
大
徳
寺
文
欝
庚
、
前
掲
書
⑫
前
収

⑳
愛
知
県
、
『
愛
知
県
史
第
一
巻
駈
一
九
三
〇
年

⑳
　
尾
張
国
國
衙
正
税
内
釜
守
護
方
違
乱
費
々
家
、
醍
醐
寺
文
書
四
九
〇
、

　
太
・
古
文
書
』
家
わ
け
㎝
八
之
三

　
　
妙
興
寿
領
押
妨
分
坪
付
注
文
（
断
簡
）
、
妙
興
寺
文
書
三
二
〇

　
　
三
宝
院
文
書
、
前
掲
霧
⑫
断
収

　
　
獲
守
護
灘
禦
、
妙
興
寺
文
螢
至
七

　
　
罷
守
護
代
灘
響
凝
妙
興
寺
文
竺
　
　
八

『
塊
｛
刀
山
人
研
究
隠
五
六
・
五

暴
守
護
轟
響
塾
妙
興
妻
辻
三

織
田
【
常
竹
擬
状
【
案
、
妙
興
寺
文
激
浬
窯
ハ
ニ

前
掲
文
書
⑫

前
掲
文
書
⑳

和
漢
合
符
＋
、
前
掲
講
⑫
所
収

樋
口
好
古
、
　
『
郡
村
拘
行
白
歯
中
嶋
郡
下
灘
　
村
の
条

『
大
日

　
　
門
並
躍
府
は
下
津
の
西
方
二
・
五
塵
の
稲
沢
市
松
下
を
中
心
と
す
る
方
八
町
域

　
と
さ
れ
て
い
る
。
米
倉
二
郎
、
「
古
代
に
お
け
る
瞬
本
の
都
市
」
、
『
東
亜
の
集
落
』

　
所
収
、
～
九
六
〇
年

鐙
　
妙
興
寺
末
寺
蔵
田
寺
領
坪
付
注
文
、
妙
興
寺
文
書
二
＝
ハ

⑳
　
齢
畿
阻
【
大
和
｛
寸
某
麟
然
捌
、
妙
興
三
寸
文
勲
里
二
六
五

㊧
妙
興
寺
文
書
三
九
八

　
　
宝
徳
蕊
（
一
四
五
…
）
年
、
織
田
兵
庫
助
敏
広
が
父
郷
広
と
守
護
代
職
を
争
い
、

　
郷
広
は
山
尽
都
に
逃
れ
た
（
康
富
【
記
）
。
雨
果
野
高
広
氏
は
こ
の
徽
…
広
を
常
竹
の
子
孫
と

　
推
定
し
、
尾
張
守
護
重
職
は
郷
広
か
敏
広
の
時
代
に
常
松
い
系
譜
を
引
く
伊
勢
守

　
系
統
か
ら
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
（
奥
野
趨
広
、
「
初
期
の
織
田
氏
」

　
『
濁
学
院
雑
誌
』
穴
二
の
九
、
　
一
九
六
一
年
）
が
、
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
の

　
竃
町
幕
府
憲
・
行
連
暑
奉
・
漱
鋤
（
折
紙
）
　
（
妙
興
寺
文
書
四
二
五
）
に
み
え
る
織
韻
大

　
和
守
は
敏
定
で
あ
る
か
ら
、
敏
広
は
伊
勢
守
訂
常
松
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
考
え

　
ら
れ
る
。

⑰
太
田
和
泉
守
、
『
僑
長
公
記
酋
巻
臨
我
宙
刊
我
書

鐙
　
重
松
明
久
、
　
「
尾
張
に
お
け
る
懸
盤
氏
の
消
長
」
　
『
名
古
陵
大
学
文
学
部
十
周

　
年
記
念
論
集
臨
一
九
五
八
年

⑲
織
田
置
郎
禁
鰯
、
妙
興
寺
文
欝
四
圏
九

⑳
尾
馨
護
代
灘
判
物
、
妙
興
寺
文
鑓
六
二

⑳
）
　
織
田
氏
謝
や
行
等
連
麟
省
判
物
、
妙
興
味
文
書
糊
目
ハ
｝
二
、
　
四
六
四

⑫
前
掲
書
①

⑬
言
継
獅
記
、
天
文
二
年
八
月
一
七
臼
条

⑭
前
掲
欝
⑳

⑮
言
継
獅
記
、
天
文
二
年
七
月
…
一
日
条
・

　
　
織
田
儒
秀
判
物
、
妙
興
寺
文
書
五
〇
二

⑰
　
榊
棚
田
〔
借
秀
安
塘
嚇
刊
物
、
密
蔵
院
古
文
澱
］
一
山
ハ
、
『
春
R
門
井
市
史
　
史
料
僻
細
隔
所
収

⑳
多
聞
院
日
記
、
天
文
一
二
年
二
月
「
四
日
条

⑲
　
織
脚
儒
雄
島
転
筋
分
限
帳
、
名
古
市
立
鶴
舞
図
潜
館
祈
蔵
（
写
本
）

第
三
章
　
中
心
集
落
の
成
立

　
第
［
節
　
中
心
樂
落
網
の
形
成

　
以
上
の
ご
と
く
、
一
三
世
紀
後
半
頃
か
ら
し
だ
い
に
小
農
民
層
の

地
縁
的
結
合
が
強
化
さ
れ
、
局
地
的
再
生
産
圏
が
そ
の
機
能
を
高
め

て
、
そ
の
経
済
的
中
心
と
し
て
市
場
が
成
長
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
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こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
一
五
世
紀
前
半
頃
ま
で
に
は
初
期
的
な
村
落

市
場
を
広
範
に
生
み
毘
し
、
か
な
り
の
密
度
で
広
く
分
布
す
る
市
場

（
市
）
地
名
を
今
日
ま
で
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
一
四
世
紀
の
内
乱
期
を
通
じ
て
急
速
に
成
長
し
て
き
た
中
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

地
建
領
主
は
、
そ
の
居
館
を
中
心
と
し
て
在
地
支
配
を
強
め
、
守
護

大
名
の
被
官
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
地
位
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
成
熟
し
て
き
た
局
地
的
再
生
産
圏
を
把
握
し
て
い
っ
た
。

　
一
五
世
紀
中
期
、
岩
倉
と
清
須
を
拠
点
と
し
て
尾
張
を
二
分
す
る

分
割
支
配
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
重
層
構
造
を
な
す
家
距
団

の
編
成
が
進
ん
で
、
中
小
の
在
地
領
主
は
よ
り
上
級
の
封
建
領
主
の

下
に
編
成
さ
れ
、
他
方
当
時
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
年
貢
収
取
形
態
の

　
①

変
化
に
支
え
ら
れ
て
在
地
性
を
弱
め
て
上
級
封
建
領
主
の
城
下
に
集

住
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
並
行
し
て
初
期
的
な
村
落
市

場
相
互
問
の
陶
汰
が
進
み
、
よ
り
開
催
頻
度
の
高
い
定
期
市
化
す
る

と
と
も
に
、
市
場
商
業
か
ら
店
舗
商
業
へ
の
展
開
が
み
ら
れ
た
。
さ

ら
に
そ
れ
ら
は
領
主
層
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
級
封
建

領
主
の
居
城
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
荻
館
と
市
場
の
結
合
し
た
形
態
を

と
る
地
方
的
な
政
治
・
経
済
活
動
の
結
節
点
と
し
て
、
中
心
集
落
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
さ
き
に
述
べ
た
織
田
葉
竹
の
居
城
下
津
は
そ
の
初
期
の
事
例
で
あ

っ
た
。
一
五
世
期
中
期
以
降
の
分
割
支
配
時
代
に
お
け
る
中
心
地
、
、

岩
倉
と
里
馬
も
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
誠
下
町
的
中
心
集
落
を
形
成

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
岩
倉
は
五
条
川
の
右
岸
、
木
曾
川
扇
状
地
の
末
端
か
ら
爾
に
の
び

る
顕
著
な
自
然
堤
防
上
、
犬
山
街
道
沿
い
に
位
置
す
る
。
総
見
記
岩

倉
城
開
渡
事
に
は
「
信
長
公
…
…
ニ
ノ
丸
マ
テ
押
詰
、
岩
倉
ノ
町
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

待
屋
敷
無
残
焼
払
テ
…
…
」
と
あ
り
、
永
禄
二
（
一
五
五
九
）
年
の

落
城
蓋
時
、
岩
倉
城
は
本
丸
・
ニ
ノ
丸
か
ら
な
り
、
城
下
に
は
町
並

が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
岩
倉
城
は
尾
州
古
城
志
に

「
城
嘘
東
西
五
十
八
閥
南
北
九
十
四
間
二
重
堀
」
と
記
さ
れ
、
岩
倉

の
町
並
の
南
東
端
、
小
字
「
城
跡
」
に
位
置
し
て
い
た
。
現
在
で
は

家
屋
も
建
ち
は
じ
め
て
か
な
り
変
形
し
て
は
い
る
が
、
ま
わ
り
の
水

田
よ
り
約
三
米
小
高
い
菓
西
一
二
〇
米
、
南
北
一
八
○
米
の
本
丸
跡

の
畑
地
を
、
約
一
五
米
幅
の
水
田
が
囲
纏
し
て
い
る
。
城
跡
の
南
に

は
小
字
「
丸
の
内
」
が
あ
り
、
プ
ロ
ヅ
ク
状
の
地
割
を
示
し
て
南
方

撃
壌
に
茎
崎
す
る
侍
屋
敷
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
。
一
方
城
跡
の
西

か
ら
北
に
か
け
て
は
「
下
市
場
」
・
「
中
市
場
」
・
「
古
市
場
し
等
の
小

字
名
が
み
ら
れ
、
爾
北
に
縦
貫
す
る
犬
山
街
道
に
そ
っ
て
短
冊
型
地

I13 （113）



第3衷　16世紀中・後期の市と町

市・町 核　年代i｝・IG典　｝ 箇ぎ 要

下津下町屋：

津島今市四

緑
一

E磁場

下津城
津島神社

｝　　　　i
に

待　　山守山城

苅安賀蕉徳寺
　　　　　（灘）

｝母中府宮擁鰐宮

島盛丸由新宋・森城

田1熱田館

　不詳
天文1G（1541）

ヲミ三文12（1543）

天文21（1552）

　　1一

天f〔圭2（1571）

天嚢三10（1582）

三宝院文書
藤　島　私　記

張　　州　雑　志

Tl；今荊息集

嬌長公詑欝巻

大津延一・郎文書

水野太郎窟衛門文｛1｝

「下津下町歴」なる地名が見られるのみ。

津島藍紙祭網の際，「今市場」の霞車船

が破損して沈没。

信秀が熱田の商入加藤図書助らに売買物．

を安猪。

信長が守山に思住する商人を保護して，

嗣質・郷質・所質以下を禁止。

「在家七百澗在之，窟貴之所也」

儒長が市場諸役を免除し，郷質・所質・

押買狼籍を禁止。

信雄が偽判の旨に任せて，当町押買狼辮

の禁止以－下を下知。

を
形
成
し
て
い

　
　
③

た
た
め
、
一
六

世
紀
頃
の
状
況

は
か
な
り
改
変

さ
れ
て
し
ま
っ

た
も
の
と
思
わ

罰
を
有
す
る
町

並
が
形
成
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
こ
は
享
保

一
二
（
一
七
二

七
）
年
以
来
、

五
・
十
の
六
斉

市
が
免
許
さ
れ
、

天
保
六
（
一
八

三
五
）
年
に
は

一
七
八
軒
の
商

工
業
者
が
軒
を

つ
ら
ね
る
在
町

　　｛1）

城館

犬　　山
＿　　　　耀
　　　口1
黒　　賑

ヌ彗安賀
かか野井
星　　　崎

大　　醐
小　　析

常　　滑
英　　比

大　　野
岩　　崎
緒」9　・ヌ彗麗

蟹　　涯
前　　　田

下南場
火　　　野

第4表　信雄時代の主要城館

　　　　く1）
　城　　主

　　　　　C2）’
給　　知　　高

吋コ刀1勘右考章封署1ユ　　22，S809－t

関小十郎右衛門

沢井左衛門　　10，000貫

森勘ケ　由
繍賀野井弥八

醗田助三郎
水　野大膳
生駒八右衛門

水野監物
久松佐渡
佐治与九郎
丹羽勘助　6，000貫
水野宗兵衛　13，000貫

佐久間駿河守’

前田勘七
本多与平次
肉・長次郎i

10，玉47貫（由口半左衛門）

1，300貫

難：（1＞r長久手戦闘3による。

　②匿織田信雄卿従士分限帳』による。

張
一
国
の
城
下
町
と
し
て
繁
栄
し
た
が
、
こ
の
た
め
信
長
入
城
当
時
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
状
況
は
著
し
く
改
変
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
復

元
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

清
須
は
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
の
名
古
屋
城
下
建
設
ま
で
尾

れ
る
が
、
当
時
城
を
中
心
に
東
は
五
条
川
に
限
ら
れ
、
爾
に
ブ
ロ
ッ

ク
型
地
割
を
示
す
武
家
屋
敷
、
北
部
に
短
冊
型
地
割
の
町
屋
を
配
す

る
小
城
下
町
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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大名領劉戒立期におけるヰ・心集落の形成（小林）

　　　　　　　　　　　第7図　16徴紀後期の』戸心築落網
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こ
れ
ら
の
領
国
全
体

の
中
心
集
落
似
外
の
地

方
的
な
中
心
集
落
と
し

ズ
文
撒
葡
に
知
り
う
る

い
メ
ぽ
レ
　
を

の
は
、
第
　
瓢
表
に
示
し

た
七
ヵ
所
に
す
ぎ
な
い

が
、
前
記
の
長
久
手
麹

室
は
天
正
一
二
（
一
五

八
四
）
年
当
蒔
、
織
田

儒
若
齢
の
有
力
家
距
が
居

城
し
た
尾
張
霞
内
の
城

館
と
し
て
策
四
表
に
示

し
た
一
七
ヵ
所
を
記
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
城

下
に
も
中
心
集
落
が
形

成
さ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
第
七
図
は
以
上
の
中

心
集
落
の
分
布
を
示
し

115　（王15）



た
も
の
で
あ
り
、
一
六
世
紀
後
半
期
に
は
輩
下
を
中
心
と
し
て
、
地

方
的
な
中
心
集
落
が
ほ
ぼ
四
～
六
粁
の
間
隔
で
分
布
す
る
中
心
集
落

網
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
二
節
　
丹
羽
氏
の
成
長
と
岩
崎

　
尾
張
丘
陵
を
刻
む
天
白
川
上
流
の
開
析
平
野
の
一
支
谷
、
愛
知
郡

日
進
町
折
戸
に
位
置
す
る
折
戸
城
は
、
こ
の
小
心
谷
の
開
発
領
主
と

し
て
成
長
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
丹
羽
氏
従
に
よ
っ
て
、
文
明
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（一

l
七
一
）
年
築
誠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
子
充
員
は
文

亀
三
（
一
五
〇
二
）
年
、
　
こ
の
小
支
谷
を
轟
て
天
白
川
本
流
域
の
本

郷
城
に
居
を
移
し
た
。
本
郷
草
は
本
郷
村
の
北
方
○
・
五
粁
の
天
白

川
左
岸
、
小
字
「
塘
土
」
に
位
置
し
、
日
進
町
役
場
所
蔵
の
土
地
宝

典
か
ら
東
西
六
九
米
、
南
北
八
～
米
の
ほ
ぼ
方
形
に
近
い
水
田
が
巾

八
～
九
米
の
草
地
に
よ
っ
て
囲
続
さ
れ
て
い
る
遺
構
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
こ
の
城
は
以
後
氏
興
・
懸
軍
と
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。
氏
清
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

永
正
元
（
一
五
〇
四
）
年
男
綺
に
実
記
寺
を
創
建
し
、
大
永
三
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

二
三
）
年
に
は
始
め
て
本
郷
村
所
在
白
山
祠
の
祭
礼
を
行
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
洞
は
本
郷
・
藤
島
・
藤
枝
・
岩
崎
濃
艶
村
の
氏
神
で
あ
り
、
今
日

も
な
お
そ
の
祭
礼
は
上
記
四
力
村
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
賃
清

は
こ
の
地
域
の
領
主
と
し
て
地
域
内
の
村
落
の
共
通
の
巽
中
で
あ
る

白
山
祠
の
祭
礼
を
主
宰
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
頃
す
で
に
丹
羽
氏
は
天
白
川
上
流
を
中
心
に
愛
知
郡
南
東
部

一
帯
に
勢
力
を
扶
植
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
第
八
図
に
み
る

ご
と
く
、
尾
州
古
城
志
記
載
の
丹
羽
氏
一
族
の
城
館
が
こ
の
地
一
帯

に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
丹
羽
右
馬
允
の
寄
る
藤
島

城
は
、
今
戸
の
藤
島
村
の
解
方
○
・
五
粁
の
平
地
に
巾
五
～
一
一
米
、

古
隅
さ
一
～
一
・
五
米
の
土
塁
の
遺
構
を
残
し
て
い
る
。
い
ま
こ
の
付
近

の
地
割
を
画
譜
町
役
場
餌
壷
の
土
地
宝
典
に
よ
っ
て
示
す
と
第
九
図

の
ご
と
く
で
、
図
中
央
部
に
帯
状
の
草
地
に
闘
ま
れ
た
野
鼠
六
二
米
、

南
北
七
〇
米
の
ほ
ぼ
方
形
の
部
分
が
藤
島
城
跡
で
あ
る
。
そ
し
て
城

跡
の
北
部
と
東
部
で
は
一
筆
耕
地
が
、
外
方
の
も
の
に
比
し
て
著
し

く
小
さ
く
、
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
を
な
し
、
し
か
も
こ
の
部
分
が

「
元
郷
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
現
在
の
藤
島
集
落
は
平
地
東
端
の
山
麓
に
列
状
に
並
ぶ
農
家
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
か
っ
て
は
こ
の
小
字
「
元
郷
」
の
地
に
丹

羽
二
七
允
の
居
館
を
核
と
す
る
豪
族
屋
敷
村
を
な
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
徴
す
べ
き
史
料
は
な
い
が
、
さ
ら
に
推
測
を
許
さ
れ
る
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ブく塙傾隈繊立期における1國t・i心集落の形成（小林）
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肖地Gり主要街道

戦
城館

こ
の
よ
う
に
天
白

川
上
流
地
域
に
開

発
領
主
と
し
て
土

着
し
て
い
っ
た
一

族
の
惣
領
と
し
て
、

本
郷
城
主
丹
羽
氏

清
は
こ
の
地
域
一

帯
を
支
配
し
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
文
七
（
一
五

庶
八
）
年
、
　
既
発

は
城
地
を
尾
張
・

三
河
を
結
ぶ
山
幕

街
道
沿
い
の
岩
崎

　
　
⑧

へ
移
し
、
そ
の
後

引
識
、
茂
勝
を
経

て
勘
助
氏
次
に
至

な
ら
ば
、
か
っ
て
丹
羽
右
騰
馬
の
祖
先
が
そ
の
家
子
郎
党
を
引
き
つ
　
　
っ
て
前
記
長
久
手
空
話
に
登
場
す
る
。
氏
次
は
織
闘
信
雄
卿
従
士
分

れ
て
こ
の
地
に
思
館
を
構
え
て
周
辺
の
関
拓
に
従
事
し
た
の
で
あ
り
、
　
限
帳
に
よ
る
と
六
、
○
○
○
貫
の
給
知
高
を
有
す
る
有
力
武
将
で
あ
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第9図　藤島城跡聲近の馳割

水路

　
草地懸畑地囮承田□

り
、
在
地
に
勢
力
を
浸
透
さ
せ
て
い
た
一
族
を
統
括
し
て
信

雄
の
家
漉
団
に
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
在
地

性
を
払
拭
し
え
ず
、
白
ら
の
本
拠
地
に
居
城
し
て
い
た
。

　
岩
碕
は
開
祈
平
野
北
端
の
山
麓
に
位
置
す
る
岩
崎
集
落
の

背
後
、
平
野
諏
と
の
比
高
約
二
〇
米
の
否
状
に
の
び
た
丘
陵

上
に
位
置
す
る
平
山
城
で
、
近
世
中
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
⑨

岩
崎
村
古
城
絵
図
に
よ
る
と
、
中
央
の
本
丸
（
東
繭
二
六
闘
、

南
北
二
三
腿
）
を
中
心
に
閥
辺
に
は
数
ヵ
所
の
侍
麗
敷
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
岩
崎
村
在
家
を
も
包
含
す
る
土
居
と
堀
を
有

し
（
、
　
こ
。

　
ゾ
　
㌧
藷
み

　
い
ま
こ
の
付
近
の
地
舗
と
土
地
利
用
を
土
地
宝
典
（
日
進

町
役
場
所
蔵
）
に
よ
っ
て
示
し
た
の
が
第
一
〇
図
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
城
跡
を
中
心
と
す
る
｝
帯
は
小
字
「
市
場
」

で
、
そ
の
南
端
は
山
日
街
道
に
よ
っ
て
眼
ら
れ
て
い
る
。
現

在
の
岩
崎
集
落
は
結
状
の
丘
陵
の
南
麓
に
山
目
街
道
に
沿
っ

て
細
長
く
つ
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
地
建
は
小
字
「
市
場
」

に
お
い
て
も
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
を
呈
し
て
村
落
的
色
彩

が
強
く
、
短
柵
型
地
割
の
町
並
が
形
成
さ
れ
た
面
影
は
み
ら

れ
な
い
。
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大名領隅成立期におけるヰ瑳心集落の影成（小林）

第10図　岩崎城跡付近の地割
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以
上
の
こ
と
か
ら
、

岩
綺
は
、
天
白
州
上
流

の
開
析
平
野
の
閥
発
領

主
か
ら
、
愛
知
郡
南
東

部
の
　
二
河
国
境
付
近
一

帯
を
勢
力
下
に
お
く
封

建
領
主
へ
と
成
長
し
て

き
た
丹
羽
氏
の
居
城
と

し
て
、
夫
文
七
（
一
五

三
八
）
年
以
後
こ
の
地

域
の
中
心
地
と
な
り
、

そ
の
城
下
で
は
市
場
も

開
か
れ
る
小
野
下
町
的

な
中
心
集
落
を
形
成
し

て
い
っ
た
が
、
そ
こ
で

は
ま
だ
短
冊
型
地
割
を

有
す
る
町
並
の
形
成
は

み
ら
れ
ず
、
村
落
的
傾

向
が
強
く
、
経
済
的
中

ユ19　　（119）



心
と
し
て
の
機
能
は
、
店
舗
商
業
よ
り
も
市
場
商
業
へ
の
依
存
度
の

高
い
未
成
熟
な
中
心
集
落
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節
　
苅
安
全
の
発
達
と
構
造

　
苅
安
賀
は
尾
張
一
宮
の
南
西
約
二
粁
、
日
光
川
左
岸
の
槍
然
堤
防

が
後
背
湿
地
に
移
行
す
る
部
分
に
位
竃
し
、
現
在
は
照
道
一
宮
津
島

線
（
旧
巡
見
街
道
）
沿
い
に
街
村
を
な
し
て
お
り
、
寺
院
の
多
い
の
が

臼
に
つ
く
。

　
東
海
地
方
の
本
願
寿
教
団
勢
力
の
中
心
だ
っ
た
三
河
上
宮
寺
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

明
一
六
（
、
一
四
八
四
）
年
の
末
寺
帳
に
よ
る
と
、
尾
張
の
有
力
手
次

坊
主
三
力
寺
の
う
ち
築
三
寺
が
こ
の
地
に
あ
り
、
こ
こ
が
当
時
獄
門

に
お
け
る
一
向
宗
徒
の
一
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
信
長
公
記
善
巻
は
、
織
田
信
秀
死
去
の
年
、
天
文
工
一
（
一

五
五
二
）
年
に
、
そ
の
子
信
長
が
美
濃
の
斎
藤
道
一
二
と
「
妻
田
の
正

徳
寺
」
で
会
見
し
た
こ
と
を
記
し
て
、
　
…
、
富
銀
と
申
所
は
在
家
七
百

聞
在
之
富
貴
之
所
書
大
坂
よ
り
代
坊
主
を
入
齪
美
濃
尾
張
の
判
形
を

取
候
て
免
許
の
地
髪
」
と
述
べ
て
お
り
、
重
松
明
久
氏
は
こ
の
正

（
聖
）
徳
寺
が
天
正
一
四
（
　
五
八
六
）
年
ま
で
苅
安
賀
に
存
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
を
明
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

　
天
正
＝
一
（
～
五
八
四
）
年
三
月
一
七
臼
、
織
田
信
雄
は
「
聖
徳

寺
中
」
お
よ
び
「
町
中
」
に
あ
て
寺
内
町
中
課
外
地
引
得
分
の
年
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

等
諸
役
以
下
を
免
除
し
、
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
は
同
年
五
月
、
　
「
窟
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

寺
内
」
に
対
し
て
軍
勢
甲
乙
人
の
乱
妨
狼
籍
停
止
等
を
下
知
し
、
同

六
月
に
は
次
の
よ
う
な
制
札
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
徳
寺

　
一
、
陣
取
放
火
事
付
不
可
有
理
不
尽
催
促
事

　
一
、
　
市
円
侃
朔
口
回
六
円
［
十
－
｝
疑
十
⊥
ハ
臼
廿
一
照
北
口
六
R
［

　
｝
、
当
毒
手
甫
日
繊
入
輩
近
国
他
国
何
々
在
所
之
者
た
り
と
い
ふ
共
不
撰

　
　
　
権
門
高
家
違
乱
煩
不
可
申
懸
事

　
霜
降
々
違
犯
之
非
車
回
壷
凶
器
者
勿
成
一
敗
ψ
駕
く
わ
ヘ
へ
乱
さ
寒
雲
伍
加
…
件

　
　
　
τ
入
｝
止
拾
弐
三
十
｛
ハ
月
　
　
臓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
前
守
（
花
押
）

　
す
な
わ
ち
苅
観
望
は
一
五
世
紀
後
期
以
後
、
尾
張
の
本
願
寺
教
団

勢
力
の
一
中
心
と
し
て
発
展
し
、
一
六
世
紀
中
期
に
は
大
坂
石
山
本

願
寺
と
も
深
い
関
係
を
有
す
る
聖
徳
寺
の
門
前
町
と
し
て
、
　
一
臥
六

の
六
斉
市
の
開
か
れ
る
こ
の
地
方
の
中
1
6
集
落
と
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
在
家
七
〇
〇
軒
と
い
う
数
字
は
と
も
か
く
、
す
で
に
町
並
も
形

成
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

120　（120）



大名領瞬成憲期における寸1心集落分形成（小林）

　
こ
こ
に
は
ま
た
苅
安
賀
城
が
あ
っ
て
、
尾
張
古
城
志
は
「
苅
安
蘇

村
城
櫨
東
西
四
十
二
間
南
北
六
十
二
間
村
内
午
未
ノ
方
浅
井
備
中
謡

初
而
築
之
」
と
記
し
て
お
り
、
蓬
州
旧
勝
録
＋
三
苅
皇
運
豊
門
に
は

「
古
城
跡
、
郭
内
東
蔭
四
十
二
間
南
北
三
十
二
間
四
方
二
重
隆
惣
曲

輪
凡
三
丁
四
方
ト
云
々
、
城
主
浅
井
新
八
郎
、
後
口
備
中
守
ト
号
ス

（
中
略
）
新
八
郎
ハ
織
沼
家
譜
代
ノ
家
老
職
ナ
リ
」
と
見
え
る
。
す

な
わ
ち
信
長
時
代
に
は
そ
の
譜
代
の
家
老
職
で
あ
っ
た
浅
井
新
八
郎

が
居
城
し
、
天
正
＝
一
（
一
五
八
四
）
年
以
後
、
信
雄
時
代
に
は
森

山
解
由
が
城
主
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
聖
徳
寺
は
次
の
よ
う
な
儒
長
書
状
を
伝
え
て
い
る
。

　
今
度
ホ
願
寿
以
所
行
所
々
一
揆
令
蜂
起
之
処
其
事
無
別
儀
覚
悟
之
通
聞
屈

　
祝
着
候
魚
鋤
近
々
可
為
利
運
之
問
里
帰
濁
候
然
者
門
下
之
者
之
事
男
女
ユ

　
口
寄
縮
笹
械
程
可
成
敗
候
其
方
儀
者
今
度
之
働
神
妙
之
素
立
置
候
可
心
易

　
候
傍
心
醗
二
面
…
井
白
鳥
祝
着
二
重
尚
新
八
可
搬
候
恐
々
謹
言

　
　
　
十
一
月
十
三
欝
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
信
長
（
花
押
）

　
　
　
　
盤
徳
寺

こ
の
書
状
は
年
不
詳
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
信
長
が
長

島
の
一
向
一
揆
を
を
討
伐
し
た
元
亀
二
（
一
五
七
一
）
年
頃
の
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
信
長
は
、
丁
阿
一
揆
に
同
調
し
な
か
っ
た
聖

徳
寺
の
「
今
度
之
働
神
妙
」
と
し
て
蜜
柑
一
籠
井
白
鳥
を
送
り
、
「
尚

新
八
可
申
候
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
新
八
は
当
時
の
苅
安
賀
城
主
浅

井
新
八
郎
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
地
域
に
勢
力
の
基
盤
を
有
し
て
成
長

し
て
き
た
在
地
領
主
で
は
な
く
、
楽
製
す
で
に
こ
の
地
域
に
お
け
る

中
心
地
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
苅
安
心
に
派
遣
さ
れ
て
き

た
代
官
的
性
裕
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
前
述
の
岩
崎
に

お
け
る
丹
羽
氏
の
場
合
と
趣
を
異
に
す
る
。

　
い
ま
一
宮
市
役
所
作
製
の
一
宮
市
（
大
和
町
）
土
地
改
良
事
業
基

本
閣
（
二
幽
○
○
分
の
一
）
に
明
治
二
六
年
差
大
字
苅
安
賀
地
籍
図
に

み
ら
れ
る
土
地
利
用
を
記
入
し
た
の
が
第
一
一
図
で
あ
る
。
図
の
中

央
下
部
に
位
鍛
す
る
円
型
に
近
い
畑
地
が
苅
安
賀
城
跡
で
、
そ
の
東

照
径
七
七
米
（
約
四
二
闘
）
は
尾
州
古
城
志
の
記
載
と
一
致
す
る
が
、

南
北
径
は
九
六
米
（
約
五
三
閾
）
で
合
致
し
な
い
。
昭
和
三
四
年
以

降
、
城
跡
の
大
部
分
は
苅
安
静
自
動
車
学
校
の
練
習
場
と
な
っ
て
今

臼
で
は
見
る
か
げ
も
な
い
が
、
南
端
に
は
わ
ず
か
に
畑
地
が
残
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
は
周
囲
の
水
田
よ
り
約
一
米
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
城
跡
の
北
方
、
巡
見
街
道
沿
い
に
は
短
辺
を
道
路
に
面
す
る

典
型
約
な
短
冊
型
地
割
を
有
す
る
街
村
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
苅
安

賀
は
尾
張
藩
内
の
多
く
の
在
郷
町
と
同
じ
よ
う
に
一
八
記
紀
前
半
に
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開
市
を
許
可
さ
れ

て
六
斉
市
朝
二
月

朔
瞬
～
一
五
臼
、

八
月
一
五
巳
～
晦

日
の
臼
市
が
開
か

⑯れ
、
藩
政
時
代
を

通
じ
て
在
郷
町
と

し
て
栄
え
た
の
で

あ
り
、
図
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
街
村

景
観
は
こ
の
時
代

の
産
物
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の

地
は
前
述
の
よ
う

に
す
で
に
一
六
世

紀
後
半
に
は
六
通

市
を
免
許
さ
れ
て

い
た
の
て
あ
り
、

へ
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大塔領図，成立期における中’CL・集落の形成（小林）

街
村
崇
観
の
母
体
が
こ
の
頃
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
籐
に
難

く
な
い
。
蓬
州
旧
坦
懐
は
「
城
下
の
町
名
今
二
残
ル
分
」
と
し
て
、

葉
市
場
町
・
橋
向
町
・
本
町
・
北
市
場
町
・
若
宮
町
・
花
井
町
。
富

田
町
を
記
し
て
お
り
、
現
在
も
行
政
単
位
と
し
て
の
苅
安
賀
は
東
か

ら
東
市
場
町
・
橋
向
町
・
本
町
・
北
市
場
町
・
若
宮
町
・
花
井
町
．

頭
之
町
の
七
つ
の
「
町
内
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
町
内
」
は
行
政
機
構
の
最
末
端
組
織
と
し
て
各
「
町

内
」
か
ら
二
名
（
東
市
場
晦
の
み
三
身
）
の
町
会
議
員
を
唆
し
て
区
長

の
下
に
区
会
を
構
成
し
て
い
る
ほ
か
、
「
町
内
扁
ご
と
に
地
蔵
．
秋
葉

社
・
天
王
拙
を
祭
っ
た
小
壁
を
そ
の
境
域
内
に
有
し
て
（
〔
「
町
内
」
に

よ
っ
て
は
ど
れ
か
が
欠
除
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
）
祭
り
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
花
井
町
を
除
く
六
つ
の
　
「
町
内
」
　
の
鎮
守
、
　
八
幡
社
の
祭
囁

礼
（
一
〇
月
一
四
日
）
に
は
「
町
内
扁
ご
と
に
馬
一
頭
を
豪
し
て
町
中

を
颯
り
、
そ
の
費
用
は
各
家
が
所
持
す
る
株
に
応
じ
て
出
賛
し
て
い

る
。　

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
花
井
町
は
単
独
に
熊
野
社
を
祭
り
、
苅
安
賀
の

中
心
を
な
す
街
村
か
ら
や
や
離
れ
た
北
酉
隅
に
位
証
し
て
、
そ
の
宅

地
割
も
ブ
ロ
ヅ
ク
状
で
村
落
約
色
彩
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
八
幡

社
を
共
有
す
る
東
市
場
町
・
橋
向
町
・
本
町
・
北
窯
場
町
．
若
富
町
。

西
之
町
の
宅
地
割
は
す
べ
て
短
冊
型
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
町
内
」

は
か
っ
て
の
門
前
町
（
城
下
町
）
時
代
の
町
人
達
の
町
組
織
に
つ
ら

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
苅
毒
悪
は
、
前
記
織
田
信
雄
書
状
に
「
寺
内
町
中
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
聖
徳
寺
の
寺
内
町
と
解
さ
れ
や
す
い
。
し
か

し
、
苅
安
賀
は
上
述
の
よ
う
に
街
村
形
態
を
と
り
、
寿
内
町
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
軌

共
通
す
る
薩
交
状
街
路
を
と
っ
て
い
な
い
。
聖
徳
寺
の
所
在
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
富
田
と
い
う
、
所
に
あ
っ
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。

重
松
明
久
氏
は
苅
安
賀
の
旧
家
関
戸
藤
左
衛
門
氏
文
書
お
よ
び
西
之

町
の
郷
倉
に
現
存
す
る
祭
礼
亜
大
提
燈
に
「
富
田
町
」
と
記
さ
れ
た

も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
富
田
は
現
在
の
西
之
町
を
指
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

も
の
だ
と
し
て
お
ら
れ
る
。
と
す
る
と
聖
徳
寺
は
現
在
の
西
之
町
、

す
な
わ
ち
街
村
の
西
端
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

聖
徳
寺
の
規
模
を
記
し
た
も
の
と
し
て
は
次
の
史
料
が
知
ら
れ
る
。

　
　
任
御
謎
旨
当
寺
相
渡
屋
敷
之
事

　
一
、
南
北
長
八
妻
事

　
一
、
東
西
三
学
事

　
一
、
御
堂
盤
欝
憤
空
聞
四
方
．
事

　
右
田
畠
弐
拾
四
町
七
反
弐
百
立
歩
如
御
制
札
梱
磯
上
老
門
井
諸
役
令
免
除
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但
戸
外
他
郷
濁
声
於
致
作
者
有
様
駈
油
壷
被
掘
勤
傍
獅
件

　
　
天
正
捨
弐
　
　
　
　
　
　
池
田
三
左
衛
門
尉

　
　
　
　
臨
月
　
　
阿
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
酬
　
政
（
花
押
）

　
　
　
　
聖
徳
寺
内
零

す
な
わ
ち
天
正
二
一
（
一
五
八
四
）
穏
当
晦
、
聖
徳
寺
は
五
〇
間
四

方
の
御
堂
屋
敷
と
、
東
西
三
町
、
南
北
八
町
の
田
畠
二
四
町
七
反
二

二
σ
歩
の
諸
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
町
屋

な
ど
の
民
家
の
存
在
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
織
田
信
雄
書
状
の

宛
書
に
「
聖
徳
寺
中
」
と
噌
町
中
し
が
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
寺
内
町
中
」
の
諮
は
「
寺
内
」
と
「
町
中
」
に
分
け
て
解
す
る
の

が
適
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
町
も
、
当
時
は
聖
徳
寺
の
門

前
に
初
期
的
な
街
村
形
態
を
な
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
裏
町
は

形
成
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、
門
衝
町
と
し
て
成
立
し
、
苅
安
賀
城

の
築
城
に
よ
っ
て
初
期
城
下
町
の
町
屋
に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
苅
安
広
は
一
五
世
紀
後
半
に
は
尾
張
に
お
け
る
本
願

寺
教
団
勢
力
の
中
心
地
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
一
六
世
紀
中
頃
に

は
墨
書
寺
の
門
前
に
初
期
的
な
街
村
形
態
を
と
る
町
並
が
形
成
さ
れ
、

六
斉
布
も
開
か
れ
て
、
　
市
場
商
業
か
ら
店
舗
（
町
）
商
業
へ
の
過
渡

期
に
あ
た
る
市
町
と
し
て
、
地
方
的
な
中
心
集
落
に
成
長
し
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
織
田
信
長
に
よ
る
領
国
支
配
体
制
が
確
立
さ
れ
る
に
及

ん
で
、
そ
の
中
心
地
機
能
が
評
価
さ
れ
、
浅
井
新
八
郎
が
代
官
と
し

て
派
遣
さ
れ
て
町
並
の
南
に
屠
城
を
築
き
、
在
地
支
配
の
拠
点
と
し

た
。
か
く
て
小
城
下
町
的
な
性
格
を
も
っ
た
中
心
集
落
が
成
立
し
た

の
で
あ
り
、
城
下
町
に
特
有
な
街
路
形
態
と
さ
れ
る
遠
見
遮
断
の
た

め
の
街
路
の
屈
曲
が
東
西
両
端
の
町
へ
の
入
口
に
認
め
ら
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
で
、
筆
者
は
一
三
世
紀
頃
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
展
饗
し

て
い
っ
た
強
生
的
な
地
方
的
中
心
集
落
の
形
成
過
程
を
た
ど
り
、
各

段
階
に
お
け
る
中
心
地
の
性
格
を
検
討
し
て
、
遅
く
と
も
一
六
世
紀

後
半
期
に
は
す
で
に
四
～
六
書
の
閣
隔
で
分
布
す
る
中
心
集
落
網
が

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
轟
時
の
地
方
約
中
心
集
落

の
実
態
を
岩
崎
と
苅
安
賀
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
な
お
初
期
の
村
落
市
場
や
城
館
、
　
そ
の
発
展

形
態
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
地
力
的
中
心
集
落
の
影
響
圏
（
・
。
。
戦
ノ
、
貯
。

霞
露
）
は
い
か
な
る
構
造
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
経
済
的
・
縫
縮
的
・

政
治
的
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
当
時
の
中
心
集
落
は
稲
互
に
い
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大名領国成立期における中心集落の形成（小林）

か
な
る
関
係
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
地
域
構
造
を
構
成
し
て
い
た
の

か
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
全
国
的
な
流
通
機
構
と
は
い
か
な
る
関
連
を

有
し
て
い
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
論
じ
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

諸
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
重
松
明
久
、
「
名
目
層
の
封
建
支
配
に
関
す
る
試
論
一
色
成
年
貢
・
公
方
年

　
　
・
誉
達
て
一
」
・
名
塵
大
笠
憲
研
究
璽
㎜
竺
九
五
傘

　
　
問
、
　
「
在
地
封
建
鋤
の
構
造
－
色
成
年
貢
・
公
方
年
貢
再
論
一
偏
　
濁
名
古
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
大
学
文
学
蔀
研
究
編
集
V
』
一
九
五
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X

　
②
遠
山
欝
春
、
『
総
見
詑
』
史
籍
集
四
通
詑
類

　
③
　
『
岩
倉
町
史
』
一
九
五
五
年

　
④
　
樋
口
好
古
、
　
『
二
村
早
行
認
』
愛
知
郡
折
…
鐸
村
条
。
絢
行
記
は
丹
羽
氏
の
由
来

　
　
に
つ
い
て
「
文
化
六
年
庄
量
書
上
二
「
色
平
三
郎
氏
明
長
正
（
長
承
力
）
年
中
丹

　
　
羽
郡
丹
羽
村
肝
居
住
シ
丹
羽
郡
ヲ
領
ス
ル
ニ
依
テ
氏
ヲ
丹
羽
卜
改
メ
：
：
；
蓋
代
露

　
　
丹
羽
和
泉
守
氏
従
文
明
三
年
四
月
愛
知
郡
折
戸
村
二
始
テ
城
ヲ
築
キ
コ
・
二
移
レ

　
　
リ
明
応
六
年
八
月
六
臼
卒
（
下
略
）
」
と
認
し
て
い
る
が
確
証
は
な
い
。

　
⑤
　
樋
口
好
古
、
前
掲
書
④
、
愛
知
郡
岩
綺
村
条

　
⑥
樋
日
好
古
、
前
掲
需
④
、
愛
知
郡
本
郷
村
条

　
⑦
天
白
川
£
流
の
こ
の
地
域
に
み
ら
れ
る
集
落
は
、
こ
の
四
ケ
村
と
米
野
木
を
除

　
い
て
、
葡
問
は
す
べ
て
近
批
に
成
立
し
た
新
繊
集
一
陽
で
瀞
め
る
　
へ
二
村
働
行
記
）
。

⑧
樋
口
好
古
、
前
書
書
④
、
愛
知
郡
岩
崎
村
条

⑨
『
愛
知
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
縄
査
報
告
書
』
第
六
、
一
九
二
八
年

⑩
　
愛
知
県
史
史
料
（
名
古
麗
大
学
文
学
部
照
史
学
研
究
室
所
蔵
）

⑪
　
電
松
明
久
、
　
「
富
購
塑
尋
の
所
在
地
に
つ
い
て
」
　
『
B
本
歴
史
』
　
閥
○
簿
、

　
一
九
六
〇
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑫
織
田
声
名
貫
状
、
幾
重
奪
文
書
、
『
愛
知
購
突
鋼
巻
』
所
収

⑬
斗
酒
秀
吉
下
知
状
、
鵬
翼
寺
文
薄
、
『
愛
知
県
史
別
巻
馬
主
紋

⑭
豊
懸
秀
寳
制
札
、
渠
徳
一
文
需
、
『
愛
知
県
史
別
巻
』
所
収

㊧
　
識
田
僧
長
潜
状
、
蟻
徳
寺
文
潜
、
一
宮
市
口
気
樽
館
所
蔵
（
写
本
）

⑯
愛
知
県
、
『
愛
知
史
第
二
巻
』
一
九
三
八
年

⑰
牧
野
信
之
助
、
『
土
地
及
び
聚
落
史
上
の
諸
問
題
』
一
九
鷹
八
年

　
原
説
伴
彦
、
『
中
根
に
お
け
る
都
市
の
研
究
』
　
一
九
四
二
年

　
藤
隅
謙
二
郎
、
「
寺
内
町
の
性
格
」
『
人
文
地
理
』
一
の
一
、
一
九
閥
八
年

　
沢
弾
浩
三
、
「
週
内
町
の
形
成
と
そ
の
性
格
」
需
麟
内
歴
史
地
理
研
究
』
所
収
、

　
九
流
八
年

⑱
重
松
明
久
、
前
掲
書
⑪

⑲
池
田
照
政
制
札
添
状
、
墾
徳
寺
文
君
、
一
宮
甫
立
図
欝
館
豆
蔵
（
写
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黛
都
大
学
大
学
院
学
雄
）
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character，　the　formation　of　which　is　tkought　to　be　caused　by　the　fact／

of　conquest．　ln　this　article，　we　try　to　consider　the　cause　from　the・’

side　of　domestic　structure　just　before　the　Copquest．　Throtighout　one

huB（lred　and　fifty　years　before　the　Norman　Conquest，　the　uRifica£ion

policy，　such　as　reconquest　and　management　of　Danelaw　region，　had

l）eeR　executed．　This　reconquest　process　wil｝　be　gradationally　analysed

in　relation　to　the　building　of　fortresses　and　expansion　in　Hundred－Sliire

of　the　Wessex　system，　and　then　by　bringiBg　lnto　relief　the　policy　of’

the　Wessex　monarchy　about　the　appointment　of　Archblshop　of　York

and　Earl　of　Northumbria．　As　it　is，　in　this　case，　the　Danelaw　region，

that　becomes　the　object　of　the　Wessex　unlfication　po1icy，　the　inquiry

of　this　problem　eBables　Lis　to　explain　the　part　of　the　Danelaw　yegion．

at　the　end　of　the　Anglo－Saxon　period．

The　Organization　of　th6　Central　Place　in　the

Forming　Per童od　of　Dai物po－Ry∂8’∂々％大名領国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Kentaro　Kobayashi

　　Since　the　thirteenth　century　in　Japan，　with　the　conspicttous　current’

of　spontaneous　formation　of　the　central　place　in　the　country，　a　village

market　was　foymed　as　aR　economic　center，　and　the　castle　of　residen£

lords　increased　in　function　as　a　political　center．　Then，　in　the　1atter

perlod　of　SengoleWfidai戦匡i時代，　or　the　Warr圭ng　Era，　the　central　place．

was　established　by　means　of　combination　with　both　centers．　The

regional　structure　with　their　nodal　points　appeared，　and　1t　becaine・

the　founda書ion　sttpPorting　the　territoria｝governmeRt　of　4婚砂∂3大名．

in　the　Warring　Era．

　The．　aiix｛　of　this　article　is，　’from　this　poiRt　of　view，　to　explain　the・

character　and　structure　of　the　central　piace　in　the　iatter　pei‘iod　of

the　Warri且g　Era，．bゾconsidering　the　early　village　markets　aエkd　the．

castles　of　resident　lords　in　the　Ozvari尾張plain，　with　the　field圭n－

vestigation　of　some　minor　place－names，　forms　of　fields　distribution，　or’

fiwari　i也割，　and　ruins　for　the　cbmplemen£ary　sources．
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