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今
か
ら
約
一
三
〇
〇
年
前
の
哲

多
町
域
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
が

住
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
ま
で
の
調
査
で
、
哲
多
町
域
が

古
代
に
は
、
備
中
国
哲
多
郡
大
飯

郷
の
範
囲
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の

で
す
が
、
古
代
の
郷
は
、
大
宝
令

の
規
定
に
よ
り
五
〇
の
戸
を
集
め

て
里
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
霊

亀
三
年
以
降
に
里
を
や
め
て
、
こ

れ
を
郷
と
改
称
し
た
こ
と
に
は
じ

ま
り
ま
す
。
霊
亀
三
年
以
降
は
、

郷
の
下
に
小
さ
な
里
（
コ
ザ
ト
）

を
お
く
、
郷
里
制
へ
と
移
行
し
ま

し
た
。
郷
は
、
五
〇
の
戸
か
ら
な

る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
戸
を
登

録
し
た
台
帳
が
戸
籍
で
、
古
代
の

戸
籍
は
、
大
宝
二
年
（
七
〇
一
）

の
御
野
国
（
現
在
の
岐
阜
県
、
美

濃
地
方
）
と
西
海
道
（
九
州
）
を

は
じ
め
と
し
て
、
何
点
か
が
正
倉

院
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な

が
ら
備
中
国
に
つ
い
て
は
戸
籍
が

残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
現
存

す
る
戸
籍
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を

援
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
古
代
の
戸
は
、

男
性
を
戸
主
と
し
て
戸
主
の
キ
ョ

ウ
ダ
イ
や
イ
ト
コ
を
含
む
、
い
く

つ
か
の
世
帯
の
複
合
体
で
し
た
。

現
在
で
は
戸
と
世
帯
は
、
ほ
ぼ
同

一
で
す
が
、
古
代
の
場
合
、
戸
の

中
に
い
く
つ
か
の
夫
婦
（
世
帯
）

を
含
ん
で
い
ま
し
た
。
戸
主
の
直

系
家
族
と
戸
主
の
兄
弟
姉
妹
・
従

兄
弟
・
従
姉
妹
の
家
族
を
含
む
世

帯
の
複
合
体
で
す
。
こ
う
し
た
古

代
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ

ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ち
な

み
に
古
代
の
夫
婦
は
別
姓
で
、
結

婚
し
て
も
妻
の
姓
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
生
ま
れ
て
き
た
子
に

は
父
の
姓
が
継
承
さ
れ
ま
す
。
ま

た
一
夫
多
妻
の
現
象
も
確
認
で
き

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
戸
は
、
戸
主
と
血

縁
関
係
に
あ
る
も
の
を
中
心
に
ま

と
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
続
柄

は
、
戸
主
と
の
直
接
的
な
血
縁
関

係
を
軸
に
父
系
を
た
ど
っ
て
表
現

さ
れ
ま
す
の
で
、
戸
主
の
妹
の
夫

な
ど
の
女
系
の
親
族
は
寄
口
や
寄

人
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
戸
主
と
直
接
・
間
接
的

な
親
族
関
係
に
あ
る
も
の
の
ほ
か

に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
奴
婢
と

よ
ば
れ
る
隷
属
者
が
含
ま
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

う
し
た
戸
の
規
模
で
す
が
、
大
領

と
よ
ば
れ
る
郡
の
長
官
な
ど
を
勤

め
る
有
力
者
の
戸
で
は
、
奴
婢
を

含
め
て
総
勢
一
二
〇
人
を
超
え
る

よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
一

般
的
な
複
合
家
族
の
総
勢
は
、
だ

い
た
い
の
数
値
で
す
が
二
〇
人
前

後
に
な
り
ま
す
。
今
、
仮
に
こ
れ

を
二
〇
人
と
し
て
五
〇
の
戸
が
あ

る
と
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
郷
で
約

一
〇
〇
〇
人
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
も
っ
と
も
郷
は
地
域
に
よ

り
実
情
は
ま
ち
ま
ち
で
、
必
ず
し

も
五
〇
戸
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ

る
の
で
す
が
、
大
体
、
哲
多
町
域

の
古
代
の
人
口
は
一
〇
〇
〇
人
程

度
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
約
一
〇
〇
〇
人

程
度
の
人
が
古
代
の
哲
多
町
域
に

居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
す
が
、
郷
は
、
必
ず
し
も
自
然

的
な
ま
と
ま
り
で
は
な
く
、
律
令

制
下
で
は
兵
士
の
徴
発
や
租
税
の

取
り
立
て
の
た
め
の
人
為
的
な
ま

と
ま
り
で
し
た
。
そ
の
た
め
な
ん

ら
地
縁
的
な
関
係
の
な
い
人
々
が

同
じ
郷
に
属
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
古
代
で
も
人
々
の
基
本
的
な

生
活
の
場
は
「
村
」
と
し
て
史
料

に
み
え
ま
す
が
、
郷
は
こ
う
し
た

村
を
い
く
つ
か
内
部
に
含
む
も
の

で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

大
飯
郷
に
つ
い
て
は
平
城
宮
・
平

城
京
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
、
郷

の
下
の
里
が
三
つ
ま
で
判
明
し
て

い
ま
す
。「
備
中
国
手
田
郡
大
飯
郷

新
□
里
・
田
中
里
」
の
庸
米
の
荷

札
と
、「
備
中
国
哲
多
郡
大
飯
郷
三

谷
里
」
と
み
え
る
木
簡
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
郷
里
制
は
、
霊
亀
三

年
か
ら
天
平
十
一
年
頃
ま
で
の
短

い
期
間
に
だ
け
施
行
さ
れ
て
い
た

制
度
で
す
の
で
、
時
期
は
い
ず
れ

も
八
世
紀
前
半
の
ほ
ぼ
同
時
期
の

も
の
で
、
哲
多
郡
大
飯
郷
の
下
に

位
置
す
る
里
は
、
新
□
里
・
田
中

里
・
三
谷
里
の
三
つ
で
す
べ
て
で

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。「
大
飯
郷
新
□

里
・
田
中
里
」
の
木
簡
の
裏
面
に

は
、「
右
二
村
」
と
し
て
書
か
れ

て
お
り
、
郷
里
の
里
（
コ
ザ
ト
）

が
村
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
郷
里
の
里
（
コ
ザ
ト
）

が
古
代
の
史
料
に
み
え
る
村
の
実

態
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
大

飯
郷
に
は
三
つ
の
ム
ラ
の
存
在
が

想
定
で
き
ま
す
。

　

こ
の
村
の
人
口
規
模
は
、
一
概

に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
よ

う
に
里
（
コ
ザ
ト
）
が
村
で
あ
る

な
ら
、
三
村
で
一
郷
を
構
成
し
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
郷
の
推

定
人
口
規
模
は
、
約
一
〇
〇
〇
人

で
す
の
で
、
ひ
と
つ
の
村
は
平
均

で
三
〇
〇
人
強
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
村

が
み
な
同
じ
規
模
で
あ
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
大
き
い
村
、

小
さ
い
村
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
大
体
の
規
模

は
、
こ
の
程
度
で
あ
っ
た
と
推
定

で
き
る
で
し
ょ
う
。

古代の戸籍


