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地
域
の
歴
史
を
調
べ
て
い
る
と
、
ひ
ょ
ん
な

こ
と
か
ら
不
明
だ
っ
た
事
柄
が
結
び
つ
く
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
洋
風
建
築
も
そ
の
一
つ
。
場

所
は
八
幡
浜
市
昭
和
通
り
。
以
前
か
ら
気
に

な
っ
て
い
た
寄
せ
棟
屋
根
総
二
階
建
て
の
建

物
で
あ
る
。
外
観
で
洋
風
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
づ

け
る
縦
長
の
上
げ
下
げ
窓
と
、
玄
関
部
分
の

ア
ー
チ
型
庇
が
特
徴
。
現
在
は
八
幡
浜
米
穀
と

い
う
会
社
に
な
っ
て
い
る
こ
の
建
物
の
ル
ー

ツ
は
果
た
し
て
？

　

実
は
、
そ
の
こ
と
が
判
明
す
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
が
、
須
川
の
国
道
１
９
７
号
線
沿
い

に
あ
っ
た
土
蔵
（
法
眼
院
側
）
で
、
残
念
な
が

ら
昨
年
末
に
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

蔵
の
入
り
口
扉と

び
ら

に
は
、「
須
川
蚕＊

種
」
の
文
字

が
か
ろ
う
じ
て
読
み
取
れ
、
気
に
留
め
て
い

た
。
が
、
後
の
祭
り
。
せ
め
て
記
録
で
も
と
、

所
有
者
の
河
野
央
氏
か
ら
聞
き
取
り
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。（
＊
蚕
種
と
は
、
蚕
蛾

の
卵
の
こ
と
で
、
養
蚕
業
の
元
と
な
り
、

養
蚕
経
営
の
農
家
な
ど
に
売
ら
れ
る
。）

　

す
る
と
、
河
野
家
は
大
正
時
代
頃
に
先

代
隆
氏
が
「
須
川
蚕
種
合
資
会
社
」
を
経

営
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
央
氏
に

よ
れ
ば
、
開
業
に
当
た
り
入
札
が
あ
っ

て
、
高
額
で
落
札
し
た
の
だ
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
大
正
５
年

の
「
愛
媛
県
内
蚕
種
製
造
者
番
付
」
と
い

う
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
須
川
蚕
種
は
西
方

の
16
位
に
位
置
し
、
同
４
年
に
開
設
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
。
し
か
も
、
あ
の
土
蔵

は
氷
庫
で
、
蚕
種
を
冷
蔵
貯
蔵
す
る
た
め

の
施
設
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
蚕
種
冷
蔵
法

は
、
川
之
石
の
日
進
館
（
現
愛
媛
蚕
種
）

が
明
治
37
年
に
考
案
し
た
も
の
で
、
金
山

出
石
寺
近
く
に
天
然
氷
の
貯
蔵
庫
を
設
け

た
こ
と
に
始
ま
り
、
当
時
の
蚕
種
業
界
で

は
そ
の
品
質
確
保
か
ら
こ
ぞ
っ
て
氷
庫
を

設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
氷
庫
の
他
に
も
、
隣
接
し
て
長
屋

型
式
の
蚕
種
倉
庫
、
ま
た
総
二
階
建
て
の

蚕
室
や
洋
風
の
事
務
所
棟
、
そ
の
裏
手
に

は
別
荘
、
道
路
向
か
い
に
は
住
居
や
三
階

建
て
の
洋
館
ま
で
が
立
ち
並
ん
で
い
た
と

い
う
。
そ
う
し
た
印
象
か
ら
だ
け
で
も
、

養
蚕
業
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
活
況
の
様
子

が
偲
ば
れ
る
と
い
う
も
の
。
茶
室
も
設
け

て
あ
っ
た
平
屋
の
別
荘
な
ど
は
、
高
知
県

正面玄関のアーチ飾り
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ま
で
用
材
を
探
し
に
行
き
、
総
檜ひ

の
き

で
建
て
た
と

か
。
そ
れ
ら
全
て
は
時
代
の
流
れ
の
中
で
消
滅

し
、
た
だ
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
た
の
が
そ
の
氷

庫
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
例
外
が
一
つ
。
昭
和
18

年
に
国
の
命
令
で
廃
業
と
な
っ
た
際
、
そ
れ
以

降
に
、
建
物
群
の
中
で
事
務
所
棟
に
つ
い
て
は

八
幡
浜
方
面
に
移
築
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

　

こ
れ
が
、
冒
頭
の
建
物
に
結
び
つ
く
の
だ
っ

た
。
で
は
、
仔
細
に
こ
の
建
築
を
観
察
し
て
み

よ
う
。
港
へ
の
幹
線
道
路
で
あ
る
昭
和
通
り
に

面
し
て
堂
々
と
建
っ
て
い
る
。
今
と
な
っ
て
は

い
く
つ
か
の
店
舗
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
二

階
に
あ
る
上
げ
下
げ
窓
は
９
個
が
並
ん
で
、
充

分
か
つ
て
の
面
影
は
偲
べ
る
。
洋
風
ア
ー
チ
に

設し
つ
ら

え
た
玄
関
を
く
ぐ
る
と
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ

り
、
ナ
ル
ホ
ド
事
務
所
型
式
で
迎
え
ら
れ
る
。

内
部
に
は
前
後
に
円
柱
が
二
本
、
上
部
に
は

キ
ャ
ピ
タ
ル
（
柱
頭
飾
り
）
も
。
意
匠
は
こ
う

し
た
場
合
の
定
番
で
あ
る
ア
カ
ン
サ
ス
、
西
洋

ア
ザ
ミ
の
漆し

っ
く
い喰
装
飾
だ
。
古
め
か
し
い
金
庫
も

置
か
れ
て
い
た
が
、
須
川
蚕
種
の
時
代
の
も
の

か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

二
階
へ
上
が
ら
せ
て
も
ら
う
。
今
は
何
も
使

わ
れ
て
い
な
い
ら
し
く
、
ガ
ラ
ン
と
し
た
空
間

に
大
正
の
空
気
が
漂
う
。
春
蚕
、
夏
蚕
、
秋
蚕
、

そ
う
し
た
季
節
毎
の
従
業
員
の
ざ
わ
め
き
を

具
体
的
に
想
像
す
る
の
は
難
し
い
が
、
一
つ
だ

け
残
っ
て
い
た
レ
ト
ロ
な
照
明
具
の
下
で
、
か

つ
て
は
き
っ
と
毎
日
が
賑
や
か
な
日
々
だ
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
上
げ
下
げ
窓
に
近
づ
く
と
、

う
ま
く
意
匠
的
に
板
硝ガ

ラ

ス子
が
使
わ
れ
て
い
て

オ
シ
ャ
レ
。
玄
関
に
あ
っ
た
ガ
ラ
ス
欄
間

も
そ
う
だ
が
、
こ
の
花
柄
模
様
の
よ
う
な

粋
な
板
硝
子
を
建
物
調
査
の
際
時
々
目
に

す
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
明
治
42

年
に
な
っ
て
や
っ
と
板
硝
子
の
国
産
化
が

始
ま
る
が
、
建
築
意
匠
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と

し
て
貴
重
な
素
材
に
は
違
い
な
い
。

　

気
に
な
る
の
で
、
屋
根
裏
も
確
認
す
る

こ
と
に
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
棟
札
で
も
見
つ

か
れ
ば
、
と
期
待
し
た
が
残
念
な
が
ら
ど

こ
に
も
無
さ
そ
う
だ
っ
た
。
解
体
移
築
の

際
に
除
か
れ
た
か
ど
う
か
。
構
造
は
ト
ラ

ス
、
斜
材
が
集
ま
る
“
か
ぶ
ら
束づ

か

”
も
健

在
で
、
ま
だ
立
派
な
も
の
だ
。
屋
根
も
葺

き
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
当
分
は
雨
漏

り
の
心
配
も
無
い
。
所
有
者
が
丁
寧
に
維

持
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
有
難
い
。
木

造
建
築
は
、
雨
仕
舞
い
と
白
蟻
対
策
さ
え

怠
ら
な
け
れ
ば
、
耐
用
年
数
は
か
な
り
延

び
る
。
こ
の
洋
風
建
築
も
、
創
業
時
か
ら

す
る
と
既
に
94
歳
の
立
派
な
後
期
高
齢
建

築
（
？
）
だ
が
、
蚕
種
業
を
今
に
伝
え
る

数
少
な
い
歴
史
遺
産
と
し
て
今
後
も
か
く

し
ゃ
く
と
居
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
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