
 私たちのまち尾鷲市は、昭和２９年（１９５４）６月２０日、当時の北牟

婁郡の尾鷲町・須賀利村・九鬼村と、南牟婁郡の北輪内村・南輪内村とが合

併して誕生し、市の呼び方を「おわせ」としました。 

 それまで「尾鷲」は、話し言葉では「おわせ」と言っていましたが、正式

には「おわし」でした。貞和２年（１３４６）の荘司家古文書のなかに「お

ハし」の文字が確認でき、その後も「遠和志」（※万葉仮名で書かれたもので、

漢字に意味はありません）と書かれています。 

 そんな尾鷲の尾鷲町、いわゆる「旧町内」に関する、少し昔のお話です。 

旧
ふ る い

尾鷲
お わ せ

町
ま ち

之
の

昔
む か し

語
が た り

「尾鷲組大庄屋文書」中の地誌

「紀伊続風土記」の尾鷲郷絵図 

※左右の図２枚を結合しています。



水
地
浦
（
す
い
じ
う
ら
）
は
尾
鷲
湾
の
北
側
に
あ
っ
て
、
「
水

地
」
と
「
古
里
」
か
ら
な
る
天
狗
倉
山
系
を
背
に
し
て
南
に
向
い

た
集
落
で
す
。
天
保
10
年
（
１
８
３
９
）
に
編
さ
ん
さ
れ
た
「
紀

伊
続
風
土
記
」
に
は
「
尾
鷲
の
本
村
（
も
と
む
ら
）
な
り
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
水
地
浦
が
山
の
尾
根
の
端
に
あ
る

村
、
つ
ま
り
「
お
は
し
」
で
、
「
お
わ
し
」
の
語
源
に
な
っ
た
と

い
う
説
が
あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
浦
は
江
戸
初
期

に
栄
え
ま
し
た
が
、
明

治
９
年
に
は
天
満
浦
と

合
併
し
ま
し
た
。
集
落

が
衰
え
た
理
由
は
二
つ

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

若
者
た
ち
が
賃
金
の
良

い
尾
張
（
愛
知
県
）
の

回
船
に
乗
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
と
、
も
う
一

つ
は
、
田
畑
を
シ
カ
や

イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
荒
ら

さ
れ
た
こ
と
で
す
。

寛
政
２
年
（
１
７
９
０
）
、
と
き
の
尾
鷲
組
大
庄
屋
の
玉
置
元

右
衛
門
は
、
水
地
浦
の
田
畑
を
獣
た
ち
か
ら
守
る
猪
垣
（
し
し
が

き
）
を
作
ろ
う
と
計
画
し
ま
し
た
。
紀
州
藩
に
助
成
を
願
い
出
ま

し
た
が
財
政
難
で
認
め
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
尾
鷲
組
十
四
か
在
の
う

ち
、
水
地
浦
を
除
く
十
三
か
在
に
援
助
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

す
べ
て
の
浦
村
が
こ
こ
ろ
よ
く
承
諾
し
て
く
れ
ま
し
た
。
遠
方
の

須
賀
利
浦
・
九
木
浦
・
早
田
浦
・
行
野
浦
は
お
金
で
協
力
し
、
ほ

か
の
浦
村
は
人
員
を
出
す
こ
と
で
、
約
１
年
を
か
け
て
立
派
な
猪

垣
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
若
者
の
い
な
い
集
落
は
次
第
に
衰
え
て
い
き
ま
し
た

が
、
現
在
も
水
地
で
は
こ
の
猪
垣
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
水
地
浦
の
地
名
の
話

「
水
地
」
の
由
来
は
「
豊
か
な
水
が
あ
る
と
こ
ろ
」
で
す
。
江

戸
時
代
ま
で
天
狗
倉
山
系
の
南
面
は
原
生
林
に
お
お
わ
れ
て
お

り
、
良
質
の
水
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
古
里
」
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期

ご
ろ
に
田
畑
が
造
成
さ
れ
、
そ
の
際
、
造
成
地
に
は
新
地
名
が
付

き
、
元
の
集
落
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

古
里
は
水
地
よ
り
も
古
い
集
落
で
す
。

【
水
地
浦
】

～
お
わ
せ
発
祥
の
地
と
も
い
わ
れ
る
～



天
満
浦
は
「
天
満
」
と
「
長
浜
」
の
集
落
か
ら
成
り
ま
す
。

天
満
は
、
農
地
と
な
る
土
地
は
狭
い
も
の
の
、
巻
の
宮
と
天
満

宮
を
ま
つ
る
二
つ
の
岬
で
風
波
を
受
け
ず
船
の
係
留
に
は
絶
好

の
港
で
、
入
港
す
る
回
船
の
荷
の
積
み
下
ろ
し
や
、
船
底
を
い
ぶ

し
て
強
化
す
る
の
に
最
良
な
ウ
ラ
ジ
ロ
や
コ
シ
ダ
が
よ
く
採
れ

売
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
炭
ご
も
を
作
っ
て
販
売
す
る
な
ど
の
仕
事

が
あ
り
、
質
素
な
が
ら
困
窮
者
の
い
な
い
集
落
で
し
た
。

ま
た
文
化
９
年
（
１

８
１
２
）
に
は
漁
業
も

始
め
、
江
戸
末
期
に
は

漁
港
と
し
て
も
有
名
に

な
り
ま
し
た
。

一
方
、
汐
鼻
と
天
神

岬
と
の
間
に
あ
る
細
長

い
ま
ち
通
り
の
長
浜
に

は
、
長
六
屋
な
ど
の
船

宿
が
３
軒
あ
り
商
港
と

し
て
も
繁
昌
し
ま
し
た
。

尾
鷲
の
前
の
浜
へ
荷

上
げ
し
た
諸
国
の
回
船

は
、
帰
り
荷
の
木
材
・
木
炭
・
鰹
節
を
積
む
間
、
長
浜
港
へ
と
船

を
入
れ
ま
し
た
。
江
戸
期
の
記
録
に
よ
る
と
、
常
に
５
か
ら
10
隻

の
帆
船
が
停
泊
し
て
い
ま
し
た
が
、
長
浜
で
は
船
か
ら
入
港
料
も

と
っ
て
い
た
の
で
浦
の
財
政
は
豊
か
で
、
長
浜
の
人
た
ち
は
派
手

好
み
で
し
た
。

ま
た
、
当
時
は
遊
女
を
抱
え
た
妓
楼
（
ぎ
ろ
う
）
が
あ
り
、
天

海
・
光
月
・
港
・
寿
・
風
帆
・
千
歳
・
吉
本
の
７
軒
が
、
毎
夜
太

鼓
や
三
味
の
音
を
響
か
せ
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
尾
鷲
や
矢
浜
・
向

井
の
若
衆
も
通
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
お
金
離
れ
の
よ
い
船
乗
り

た
ち
が
最
上
の
客
で
し
た
。
彼
ら
は
酒
宴
の
な
か
ば
酔
う
ほ
ど
に

全
国
各
地
で
お
ぼ
え
た
民
謡
を
披
露
し
、
そ
れ
ら
を
尾
鷲
に
定
着

さ
せ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

■
天
満
浦
の
地
名
の
話

「
天
満
」
の
由
来
は
、
天
満
宮
を
祀
っ
た
天
神
岬
が
あ
る
た
め

で
す
が
、
天
満
と
長
浜
の
中
央
に
流
れ
る
川
の
名
前
「
ス
バ
ル
」

は
、
古
い
言
葉
で
山
の
尾
根
が
重
な
っ
て
い
る
状
況
を
表
し
た
も

の
で
、
つ
ま
り
平
地
が
と
て
も
狭
い
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

天
満
築
港
を
作
る
際
、
こ
の
川
の
流
れ
が
邪
魔
に
な
っ
た
の
で

天
神
岬
を
切
り
開
く
こ
と
と
な
り
、
天
満
宮
は
島
に
な
り
ま
し
た
。

【
天
満
浦
】

～
堅
実
な
天
満
と
華
や
か
な
長
浜
～



堀
北
浦
は
、
紀
州
藩
が
組
制
を
し
い
た
こ
ろ
北
川
を
挟
ん
だ
堀

村
と
北
村
（
北
浦
の
こ
と
）
が
合
併
し
た
ま
ち
で
、
庄
屋
は
北
村

と
堀
村
が
交
互
に
務
め
ま
し
た
。
掘
北
浦
に
は
尾
鷲
神
社
や
金
剛

寺
が
あ
り
、
尾
鷲
の
歴
史
と
も
関
わ
り
の
深
い
ま
ち
で
す
。

尾
鷲
神
社
は
、
大
宝
年
間
（
７
０
１
～
７
０
３
）
の
創
基
と
伝

え
ら
れ
、
祭
政
一
致
の
中
世
以
前
は
尾
鷲
郷
を
治
め
た
地
士
が
執

り
し
き
っ
て
い
ま
し
た
。
大
庄
屋
制
度
の
確
立
後
、
政
治
・
行
政

は
分
離
し
ま
し
た
が
、

今
も
祭
礼
に
古
い
し
き

た
り
を
残
し
て
い
ま
す
。

一
般
に
「
ヤ
ー
ヤ
祭
」

と
呼
ば
れ
る
祭
礼
は
、

以
前
は
旧
正
月
の
１
日

か
ら
８
日
ま
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
親
方
へ
の
七

度
半
の
使
い
は
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
弓
射
儀

式
は
鎌
倉
時
代
の
も
の

で
、
江
戸
期
に
は
大
名

行
列
が
と
り
入
れ
ら
れ
、

正
月
行
事
と
い
う
の
で
神
楽
や
長
刀
振
り
も
合
流
し
ま
し
た
。

金
剛
寺
は
、
も
と
は
宮
ノ
上
の
奥
、
「
牛
の
谷
」
に
あ
り
ま
し

た
。
当
時
は
薬
王
山
光
林
寺
と
い
い
、
ご
本
尊
は
薬
師
如
来
で
し

た
が
、
島
勝
浦
安
楽
寺
の
十
一
面
観
音
菩
薩
と
交
換
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
紀
州
の
三
代
藩
主
綱
教
侯
の
院
号
が
高

林
院
で
あ
っ
た
こ
と
で
発
音
が
同
じ
こ
と
を
遠
慮
し
、
正
徳
４
年

（
１
７
１
４
）、
寺
名
を
護
国
山
金
剛
寺
と
改
め
ま
し
た
。

金
剛
地
は
由
緒
と
格
式
あ
る
寺
で
、
江
戸
時
代
に
は
熊
野
五
か

寺
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
代
住
職
は
毎
年
正
月
に
和
歌
山
城
で
殿
様

に
御
目
見
え
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

■
堀
北
浦
の
地
名
の
話

北
川
は
、
大
雨
に
な
る
と
水
が
ど
ん
ど
ん
流
れ
た
た
め
「
ど
ん

ど
の
川
原
」、
日
照
り
が
続
く
と
水
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
「
け

ち
川
原
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
古
く
は
川
の
字
を
「
コ
」
と
発
音

し
、
矢
ノ
川
は
「
ヤ
ノ
コ
」
、
中
川
は
「
ナ
カ
ゴ
」
と
言
い
ま
す

が
、
北
川
の
名
前
は
新
し
い
た
め
「
キ
タ
ゴ
」と
は
言
い
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
北
川
の
上
流
、
紀
勢
線
の
ト
ン
ネ
ル
付
近
が
「
牛

の
谷
」
で
す
。
「
ウ
シ
」
は
「
深
く
入
り
こ
ん
だ
所
」
と
い
う
意

味
で
、
宮
ノ
上
の
平
地
が
奥
深
い
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
堀
北
浦
】

～
北
川
を
挟
ん
で
両
岸
の
村
が
合
併
～



野
地
村
は
、
西
の
は
ず
れ
に
位
置
し
た
山
裾
の
村
で
す
。
鎌
倉

期
ご
ろ
か
ら
開
墾
さ
れ
室
町
期
に
は
家
が
建
ち
、「
野
路
・
野
地
」

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
「
原
」
は
低
地
の
平
地
を

表
し
「
野
」
は
山
近
く
、
や
や
高
い
場
所
の
平
地
を
表
し
ま
す
。

宝
永
の
大
津
波
に
よ
っ
て
尾
鷲
で
は
貴
重
な
資
料
が
多
く
滅
失

し
ま
し
た
が
、
野
地
村
の
庄
屋
宅
に
だ
け
享
保
20
年
（
１
７
３

５
）
に
編
さ
ん
さ
れ
た
「
見
聞
闕
疑
集
（
け
ん
ぶ
ん
け
つ
ぎ
し
ゅ

う
）
」
が
残
り
ま
し
た
。

野
地
村
で
は
、
村
人

の
９
割
が
炭
焼
き
と
関

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
江

戸
時
代
、
暖
を
と
る
に

は
木
炭
が
唯
一
の
資
材

で
あ
り
、
回
船
で
江
戸

へ
送
っ
た
の
で
す
。

尾
鷲
周
囲
の
山
々
は

九
か
村
（
水
地
・
天
満
・

中
井
・
堀
北
・
野
地
・

南
・
林
・
矢
浜
・
向
井
）

の
共
有
財
産
で
、
炭
焼

き
に
よ
る
収
益
は
決
め
ら
れ
た
割
合
で
分
配
さ
れ
ま
し
た
。
配
当

は
、
水
地
浦
や
天
満
浦
を
１
と
す
る
と
野
地
村
や
矢
浜
村
は
10

倍
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
、
峠
を
越
え
て
藩
の
書
状
を
運
ぶ
役
が
あ
り
、
馬
越

峠
は
野
地
村
が
、
八
鬼
山
は
矢
浜
村
が
担
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、

尾
鷲
神
社
祭
礼
の
最
終
日
の
儀
式
で
上
座
に
座
る
親
方
や
詰
座

（
妻
座
）
な
ど
の
役
人
が
野
地
村
や
矢
浜
村
に
多
く
お
り
、
彼
ら

の
先
祖
は
中
世
に
尾
鷲
を
治
め
た
人
た
ち
で
政
治
力
が
大
き
い

こ
と
か
ら
、
配
当
に
座
人
数
割
が
適
用
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
配
分
は
、
安
永
２
年
（
１
７
７
３
）
に
人
口
割
と
高

割
に
よ
る
新
し
い
分
配
率
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
続
き
ま
し
た
。

■
野
地
村
の
地
名
の
話

野
地
町
に
は
「
野
地
殿
」・「
野
地
矢
倉
町
」・「
参
礼
殿
（
さ
れ

ど
）
」
と
い
う
小
字
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

尾
鷲
神
社
の
祭
礼
に
関
す
る
地
名
で
す
。

祭
礼
の
儀
式
で
上
座
に
座
る
親
方
や
詰
座
（
妻
座
）
衆
が
多
く

住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
「
野
地
殿
」
、
親
方
へ
の
七
度
半
の
使
い

が
通
っ
た
辺
り
が
「
参
礼
殿
」
、
ヤ
ー
ヤ
祭
の
練
り
の
櫓
（
や
ぐ

ら
）
を
組
ん
だ
と
こ
ろ
が
「
野
地
矢
倉
町
」
と
な
り
ま
し
た
。

【
野
地
村
】

～
祭
礼
に
関
す
る
地
名
を
多
く
残
す
～



平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
の
伊
勢
神
宮
の
御
料
地
で
あ
る
御
厨
（
み

く
り
や
）
に
「
中
井
須
山
御
厨
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
井

浦
の
こ
と
で
す
。
須
山
と
は
「
州
山
・
砂
山
」
の
こ
と
で
、
尾
鷲

湾
の
波
が
寄
せ
た
砂
州
の
こ
と
を
表
し
、
ま
た
、
尾
鷲
の
中
央
部

に
あ
る
た
め
「
中
居
・
中
井
」
と
な
り
ま
し
た
。
ま
ち
の
中
心
は

北
川
橋
南
端
の
六
軒
町
か
ら
土
井
町
ま
で
で
、
商
家
が
建
ち
な
ら

ぶ
熊
野
街
道
の
主
要
通
り
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

六
軒
町
に
は
尾
鷲
郷

に
一
か
所
し
か
な
い
高

札
場
が
あ
り
ま
し
た
。

藩
の
お
触
れ
（
法
令
）

や
被
災
者
へ
の
救
い
米

の
配
給
な
ど
が
杉
板
に

書
か
れ
て
掲
げ
ら
れ
ま

し
た
が
、
民
衆
の
多
く

は
文
字
が
読
め
ず
、
庄

屋
さ
ん
は
自
宅
へ
皆
を

集
め
て
読
み
聞
か
せ
ま

し
た
。

ま
た
、
高
札
場
は
尾

鷲
か
ら
の
距
離
の
基
点
で
も
あ
り
、
例
え
ば
、
尾
鷲
と
津
間
の
二

十
七
里
一
町
五
十
五
間
四
尺
五
寸
（
約
１
０
８
㎞
）
と
い
う
の
は
、

こ
の
高
札
場
か
ら
津
の
岩
田
橋
の
元
標
ま
で
と
な
り
ま
す
。

寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
に
は
、
中
井
浦
に
２
９
０
軒
の
家
が

あ
り
、
漁
業
従
事
者
が
約
半
数
い
ま
し
た
が
、
明
治
初
年
に
は
一

割
程
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
井
浦
が
商
業
中

心
の
ま
ち
に
移
り
変
わ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■
中
井
浦
の
地
名
の
話

中
井
浦
に
は
、
知
古
町
（
じ
ろ
こ
ま
ち
）
・
祢
宣
町
（
ね
ぎ
ま

ち
）
・
虎
世
古
な
ど
の
町
が
あ
り
ま
す
。
虎
世
古
は
、
文
禄
元
年

（
１
５
９
２
）
の
朝
鮮
の
役
で
虎
を
切
り
殺
し
、
皮
を
秀
吉
に
献

上
し
た
世
古
慶
十
郎
が
住
ん
だ
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
ま
し
た
。

祢
宣
町
は
、
寛
文
６
年
（
１
６
６
６
）
、
尾
鷲
神
社
の
初
代
の
神

職
と
な
っ
た
東
七
郎
左
衛
門
が
住
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
知
古

町
は
、
次
郎
さ
ん
の
子
が
住
ん
で
い
た
の
で
「
次
郎
子
町
」
だ
っ

た
そ
う
で
す
が
、
明
治
に
「
知
古
町
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

土
井
町
と
南
町
の
間
に
架
か
る
「
佐
次
兵
衛
橋
」
は
、
佐
次
兵

衛
さ
ん
が
費
用
を
寄
付
し
た
橋
で
す
が
、
下
を
流
れ
る
川
が
中
井

浦
と
南
浦
の
境
界
で
、
今
で
は
「
堺
橋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

【
中
井
浦
】

～
距
離
の
基
点
と
な
っ
た
高
札
場
～



南
浦
は
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
伊
勢
神
宮
の
御
神

領
を
記
し
た
神
鳳
鈔
（
じ
ん
ぽ
う
し
ょ
う
）
に
「
南
浜
御
厨
」
と

あ
り
ま
す
。
正
保
元
年（
１
６
４
４
）
に
南
村
と
林
村
に
分
か
れ
、

寛
文
元
年
（
１
６
６
１
）
に
南
浦
・
林
浦
と
な
り
ま
し
た
。

南
浦
に
は
南
本
町
・
井
戸
町
・
高
町
・
北
町
・
寺
町
な
ど
が
あ

り
、
中
井
浦
と
同
じ
く
尾
鷲
の
中
心
地
で
し
た
。
前
の
浜
も
南
浦

で
、
回
船
の
荷
の
積
み
下
ろ
し
や
荷
さ
ば
き
を
扱
う
問
屋
も
多
く
、

ま
た
正
徳
５
年
（
１
７

１
５
）
の
調
べ
で
は
、

米
や
麦
の
と
れ
高
も
尾

鷲
で
最
高
で
し
た
。
こ

れ
は
村
田
氏
が
日
尻
野

（
光
ヶ
丘
）
を
、
土
井

氏
が
小
原
野
を
開
墾
し

た
か
ら
で
す
。

な
お
、
旧
尾
鷲
町
の

周
囲
の
山
は
地
籍
が
大

字
南
浦
で
す
が
、
こ
れ

は
明
治
９
年
に
決
ま
り

ま
し
た
。
尾
鷲
は
山
が

多
い
土
地
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
浦
村
ご
と
に
区
切
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
水
地
か
ら
向
井
ま
で
九
か
村
の
共

同
財
産
と
し
ま
し
た
が
、
行
政
事
務
は
南
浦
が
兼
任
す
る
こ
と
が

多
く
、
山
々
の
管
理
も
兼
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ

で
明
治
９
年
８
月
、
当
時
の
尾
鷲
五
か
村
（
尾
鷲
中
井
浦
「
中
井
・

野
地
・
堀
北
」、
尾
鷲
南
浦
「
南
・
林
」
、
天
満
浦
「
水
地
・
天
満
」
、

矢
浜
、
向
井
）
の
戸
長
や
議
員
ら
が
協
議
し
、
山
地
を
南
浦
の
属

地
と
す
る
こ
と
を
定
め
ま
し
た
。

■
南
浦
の
地
名
の
話

「
寺
町
」
に
は
当
時
、
念
仏
寺
・
祐
専
寺
・
安
性
寺
・
光
円
寺

が
あ
り
ま
し
た
。
「
北
町
」
は
南
浦
で
は
一
番
北
に
あ
る
町
で
、

「
高
町
」
は
宝
永
・
安
政
の
津
波
で
被
害
が
な
か
っ
た
高
い
町
、

「
井
戸
町
」
は
道
の
真
中
に
共
同
井
戸
が
あ
る
町
で
す
。

開
墾
地
の
「
日
尻
野
」
は
稲
作
に
重
要
な
水
路
の
分
水
点
「
樋

尻
（
ひ
じ
り
）
」
が
語
源
で
、
小
原
野
か
ら
栃
川
原
に
向
か
う
際

に
越
え
る
「
汐
ノ
坂
」
は
奈
良
県
に
塩
を
運
ん
だ
峠
で
す
。
ま
た
、

矢
ノ
川
南
谷
の
上
「
伝
唐
（
で
ん
が
ら
）
越
え
」
で
は
よ
く
人
が

行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
転
じ
て
尾
鷲
で
は
行
方
不
明
者

を
探
す
こ
と
を
「
デ
ン
ガ
ラ
コ
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
南

浦
】

～
周
囲
の
山
地
を
領
す
る
こ
と
に
～



正
保
元
年
（
１
６
４
４
）
に
南
浦
か
ら
分
か
れ
た
林
浦
に
は
素

封
家
が
多
く
、
こ
と
に
土
井
本
家
は
寛
永
（
１
６
２
４
～
）
の
こ

ろ
か
ら
山
々
に
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
植
林
し
、
尾
鷲
林
業
の
基
礎
を

築
き
ま
し
た
。
同
時
に
千
石
船
を
所
有
し
て
尾
鷲
材
や
木
炭
の
輸

送
を
行
っ
た
ほ
か
、
度
々
の
飢
饉
で
は
率
先
し
て
米
や
麦
、
金
銭

を
拠
出
し
、
民
衆
を
救
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
由
緒
あ
る
地
士
も
多
く
、
そ
の
代
表
と
し
て
仲
新
之
丞

家
が
あ
り
ま
す
。
仲
氏

の
邸
宅
は
広
い
範
囲
を

堀
で
囲
み
、
内
側
に
は

自
給
で
き
る
畑
や
剣
道

場
・
馬
場
な
ど
を
も
つ

な
ど
、
中
世
の
土
豪
の

居
館
の
風
格
を
備
え
て

い
ま
し
た
。

当
時
の
尾
鷲
は
、

仲
・
庄
司
・
別
当
・
世

古
・
北
村
・
林
の
６
人

の
地
士
た
ち
が
共
同
し

て
治
め
て
い
ま
し
た
が
、

な
か
で
も
仲
家
は
実
力
者
で
し
た
。
し
か
し
子
宝
に
恵
ま
れ
ず
、

別
当
家
の
新
十
郎
氏
を
養
子
に
し
て
い
ま
し
た
。

戦
国
時
代
、
新
宮
に
突
如
と
し
て
台
頭
し
た
堀
内
氏
善
が
勢
力

を
北
に
伸
ば
し
、
尾
鷲
に
攻
め
入
っ
て
き
ま
し
た
。
各
地
士
は
手

勢
を
率
い
て
こ
れ
に
あ
た
り
、
仲
新
十
郎
と
新
八
親
子
は
中
川
原

で
堀
内
氏
の
軍
勢
を
撃
ち
破
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
攻
勢
に
出
た

堀
内
勢
に
次
第
に
圧
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
関
山
（
瀬
木
山
）
砦

を
防
衛
線
と
し
て
奮
戦
し
た
も
の
の
、
新
八
は
討
死
、
新
十
郎
も

自
害
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
堀
内
氏
は
荷
坂
峠
ま
で
を
領
地
と
し
、
こ
う
し
て
尾

鷲
の
地
は
紀
伊
国
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

■
林
浦
の
地
名
の
話

仲
新
之
丞
の
屋
敷
周
辺
は
「
殿
様
の
住
む
地
」
と
い
う
こ
と
で

「
殿
元
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
殿
元
の
南
に
は
、
か
つ
て
小
高
い

瀬
木
山
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
セ
ギ
山
」
に
は
、
「
浅
間
山
・

千
木
山
・
堰
山
・
千
軒
山
・
世
義
山
・
瀬
木
山
・
関
山
」
と
多
く

の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
最
も
古
い
も
の
は
「
浅

間
山
」
で
、
中
世
山
頂
に
は
浅
間
神
社
が
祀
ら
れ
、
集
落
を
疫
病

や
災
い
か
ら
守
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
林

浦
】

～
由
緒
あ
る
地
士
や
素
封
家
の
居
所
～



戦
国
時
代
の
尾
鷲
は
、
尾
鷲
郷
で
は
仲
・
庄
司
・
別
当
・
世
古
・

北
村
・
林
の
６
氏
が
、
三
木
荘
で
は
東
・
大
倉
・
中
村
・
浜
・
世

古
・
大
門
・
三
木
（
三
木
新
八
郎
）
の
７
氏
が
、
曽
根
荘
で
は
佐
々

木
氏
（
曽
根
弾
正
）
が
各
地
を
治
め
ま
し
た
。
ま
た
志
摩
地
方
で

勢
力
を
ふ
る
っ
た
九
鬼
氏
は
九
木
浦
の
出
身
で
し
た
。

１
５
４
９
年
、
新
宮
の
堀
内
氏
善
が
九
木
浦
か
ら
八
鬼
山
を
越

え
て
尾
鷲
に
侵
攻
し
ま
す
。
尾
鷲
の
仲
氏
は
、
一
時
堀
内
勢
を
撃

退
す
る
も
次
第
に
圧
さ

れ
、
関
山
砦
の
戦
い
で

敗
北
。
子
の
新
八
が
討

死
し
、
新
十
郎
は
孫
の

富
士
太
郎
を
浜
島
へ
と

逃
し
自
害
し
ま
し
た
。

後
に
仲
一
族
は
尾
鷲
に

戻
り
再
興
を
果
た
し
ま

す
が
、
こ
の
戦
い
後
、

尾
鷲
は
一
時
堀
内
勢
の

支
配
下
と
な
り
ま
す
。

１
５
７
５
年
、
堀
内

氏
は
三
木
荘
の
三
木
城

を
攻
め
ま
す
。
こ
の
時
、
曽
根
荘
の
佐
々
木
氏
は
、
以
前
か
ら
三

木
氏
と
対
立
し
て
お
り
堀
内
勢
に
組
し
て
い
ま
し
た
。
三
木
城
主

の
三
木
新
八
郎
は
、
鳥
羽
城
主
と
な
っ
た
九
鬼
嘉
隆
の
助
勢
を
得

て
堀
内
氏
を
退
け
ま
す
が
、
そ
の
後
、
九
鬼
氏
と
不
和
に
な
り
、

助
勢
を
な
く
し
た
後
、
三
木
氏
は
堀
内
氏
に
敗
れ
ま
し
た
。

翌
年
の
１
５
７
６
年
、
手
薄
と
な
っ
た
三
木
城
を
紀
伊
長
島
の

加
藤
・
奥
村
氏
が
攻
め
落
し
、
時
を
同
じ
く
尾
鷲
も
堀
内
氏
の
支

配
か
ら
離
脱
し
ま
し
た
。
し
か
し
堀
内
氏
は
即
座
に
攻
め
返
し
て

三
木
城
を
奪
還
。
そ
の
後
、
加
藤
氏
を
攻
め
滅
ぼ
し
荷
坂
峠
ま
で

を
制
圧
し
ま
す
。
尾
鷲
は
最
後
ま
で
抵
抗
し
、
庄
司
・
北
村
・
世

古
氏
ら
が
中
村
山
を
本
陣
に
抗
戦
し
た
も
の
の
、
１
５
８
２
年
、

堀
内
氏
に
よ
っ
て
当
地
方
の
統
一
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

尾
鷲
の
地
士
ら
の
一
族
は
、
そ
の
後
も
領
地
で
一
定
の
優
位
が

認
め
ら
れ
、
近
世
で
も
宮
座
の
座
人
と
し
て
残
り
ま
し
た
。
尾
鷲

神
社
祭
礼
に
お
け
る
三
つ
の
祷
は
、
中
村
山
を
本
陣
に
左
翼
の
関

山
砦
（
瀬
木
山
）
、
右
翼
の
山
の
神
砦
（
古
戸
野
）
で
堀
内
勢
を

迎
え
撃
っ
た
こ
と
を
な
ぞ
ら
え
、
か
つ
て
は
一
番
祷
を
庄
司
・
世

古
・
北
村
氏
が
、
二
番
祷
を
仲
氏
が
、
三
番
祷
を
別
当
・
林
氏
が

務
め
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
で
の
「
や
ぁ
や
ぁ
我
こ
そ
は
」
の
名
乗

り
が
ヤ
ー
ヤ
祭
の
名
の
由
来
と
言
わ
れ
ま
す
。

【
戦
国
時
代
の
尾
鷲
】
～
堀
内
氏
に
よ
る
地
方
統
一
～



矢
浜
村
は
、
伊
勢
神
宮
の
御
料
地
を
記
し
た
神
鳳
鈔
に
「
焼
野

御
厨
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
尾
鷲
の
ま
ち
の
南
に
位
置
す
る
農

村
で
、
南
浦
に
次
ぐ
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
。

矢
浜
村
の
歴
史
は
荒
れ
畑
や
原
野
を
良
田
に
改
良
す
る
こ
と

の
連
続
で
し
た
。
野
田
の
田
が
開
墾
さ
れ
、
水
を
引
く
た
め
に
矢

の
川
か
ら
野
田
用
水
路
が
引
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
新
田
造
成

が
続
き
、
野
田
用
水
路
は
桂
山
沿
い
に
も
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

村
で
は
収
穫
を
良
く

す
る
た
め
田
や
用
水
路

が
大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
の
地
租
改
正
の
と

き
田
畑
に
は
一
等
か
ら

十
二
等
ま
で
等
級
が
付

け
ら
れ
ま
し
た
が
、
矢

浜
村
は
尾
鷲
で
最
高
と

な
る
三
等
で
し
た
。

矢
浜
村
の
人
た
ち
が

一
番
困
っ
た
こ
と
は
、

書
状
送
り
で
す
。
公
用

の
書
状
を
名
柄
村
ま
で

送
る
役
目
が
あ
り
、
八
鬼
山
を
越
え
て
若
者
を
遣
わ
せ
ま
し
た
が
、

一
番
恐
れ
た
の
が
病
気
に
な
っ
た
狼
で
す
。

安
永
９
年
（
１
７
８
０
）
６
月
28
日
、
１
匹
の
病
狼
が
日
尻

野
に
出
て
農
民
４
人
と
牛
４
匹
に
か
み
つ
き
、
翌
日
は
八
鬼
山
の

中
茶
屋
と
九
木
峠
の
間
で
長
州
（
山
口
県
）
出
身
の
巡
礼
者
の
額

に
か
み
つ
き
ま
し
た
。
こ
の
狼
退
治
に
矢
浜
村
の
人
た
ち
が
狩
り

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
７
月
１
日
、
矢
の
川
の
主
が
谷
で
こ
の
狼
は

鉄
砲
で
打
ち
と
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
天
明
５
年
（
１
７
８
５
）

に
は
、
病
狼
の
群
れ
が
矢
浜
村
を
襲
い
、
多
く
の
人
が
死
ん
だ
と

記
録
さ
れ
る
な
ど
、
病
狼
に
は
大
い
に
手
を
や
き
ま
し
た
。

■
矢
浜
村
の
地
名
の
話

中
川
か
ら
矢
浜
に
向
か
う
熊
野
街
道
の
海
側
に
は
「
汐
受
」
・

「
下
野
田
」・「
汐
附
」
が
あ
り
、
山
側
に
は
「
上
地
」・「
名
古
（
な

ご
）
」・
「
岡
崎
野
田
」
と
続
き
ま
す
。
６
千
年
ほ
ど
前
、
縄
文
海

進
と
呼
ば
れ
る
海
面
上
昇
に
よ
っ
て
、
海
岸
線
は
今
よ
り
数
メ
ー

ト
ル
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
が
、
汐
受
は
「
海
水
を
受
け
る

所
」
、
名
古
は
「
な
ご
や
か
」
で
、
波
が
静
か
に
寄
せ
さ
ま
を
表

し
て
い
ま
す
。
矢
浜
で
は
、
ち
ょ
う
ど
上
地
・
名
古
・
汐
受
あ
た

り
で
、
縄
文
時
代
の
土
器
片
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

【
矢
浜
村
】

～
最
高
の
良
田
を
所
持
し
た
農
村
～



神
鳳
鈔
に
あ
る
「
村
島
」
は
向
井
村
の
こ
と
で
す
。
向
井
は
「
村

之
内
」
と
「
村
島
」
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉

期
に
は
、
双
方
あ
わ
せ
て
村
島
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

向
井
村
に
は
村
島
家
と
い
う
旧
家
が
あ
り
ま
す
。
慶
長
６
年

（
１
６
０
１
）
の
検
地
の
と
き
庄
屋
を
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
こ
ろ
の
尾
鷲
は
６
人
の
地
士
が
治
め
て
い
て
庄
屋
が
決
ま
っ

て
お
ら
ず
、
村
島
氏
が
尾
鷲
で
た
だ
一
人
の
庄
屋
で
し
た
。

向
井
村
は
田
畑
が

半
々
の
広
い
農
地
を
も

っ
て
い
ま
し
た
が
、
と

れ
高
は
多
く
な
か
っ
た

た
め
、
農
業
と
林
業
や

薪
作
り
な
ど
で
生
活
を

支
え
て
い
ま
し
た
。

紀
州
藩
が
文
政
４
年

（
１
８
２
１
）
に
浦
村

の
名
産
調
査
を
し
た
際
、

向
井
村
で
は
「
黒
砂
」

が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
央
を
流
れ
る
黒
の
川

の
黒
砂
が
堆
積
し
た
と
こ
ろ
が
黒
の
浜
で
す
が
、
昔
の
家
や
土
蔵

に
は
黒
塗
り
の
壁
が
多
く
、
材
料
と
な
る
黒
砂
は
良
い
値
で
売
れ

た
た
め
、
回
船
で
大
阪
や
江
戸
へ
と
送
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
５
年

に
戸
籍
を
作
っ
た
と
き
、
こ
の
黒
砂
を
取
り
扱
っ
た
人
た
ち
は

「
黒
」
と
い
う
姓
を
つ
け
ま
し
た
。

文
久
元
年
（
１
８
６
１
）
３
月
20
日
、
八
鬼
山
で
追
い
は
ぎ

事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
浜
助
が
荒
神
堂
へ
駆
け

込
み
助
け
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
万
宝
院
と
い
う
修
験
者
が
盗
賊
を

取
り
押
さ
え
ま
し
た
。
こ
の
人
は
向
井
村
の
出
身
で
、
今
も
荒
神

堂
の
そ
ば
に
は
お
墓
が
あ
り
、
香
花
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
向
井
村
の
地
名
の
話

向
井
の
地
名
は
、
紀
伊
続
風
土
記
で
は
「
尾
鷲
の
元
村
で
あ
る

水
地
浦
の
対
岸
に
あ
る
た
め
つ
い
た
」
と
し
て
い
ま
す
。
室
町
時

代
に
は
「
向
」
の
１
字
だ
け
で
し
た
。
ま
た
、
村
島
の
「
村
」
は

人
家
が
群
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「
島
」
は
独
立
し
た
村
と

い
う
意
味
の
た
め
、
尾
鷲
か
ら
離
れ
た
集
落
を
表
し
て
い
ま
す
。

向
井
か
ら
は
７
千
年
前
の
縄
文
時
代
早
期
の
土
器
片
が
出
土

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
土
器
か
ら
い
え
ば
、
集
落
と
し
て
は
水
地

浦
よ
り
向
井
の
方
が
古
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
向
井
村
】

～
尾
鷲
で
最
初
の
庄
屋
が
い
た
村
～



大
曽
根
浦
の
浜
に
は
、
尾
鷲
神
社
の
御
神
宝
と
な
っ
た
獅
子
頭

が
流
れ
着
い
た
と
い
う
伝
え
が
あ
り
、
中
世
の
尾
鷲
を
治
め
た
地

士
の
庄
司
・
世
古
氏
ら
の
縁
者
が
多
く
住
む
な
ど
、
尾
鷲
神
社
と

密
接
な
関
係
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
戦
前
ま
で
祭
礼
の
一
番
祷
は

大
曽
根
浦
が
受
け
持
ち
、
そ
の
経
費
の
補
助
と
し
て
尾
鷲
七
郷
の

名
吉
（
ボ
ラ
）
網
５
帖
中
の
１
帖
が
任
さ
れ
ま
し
た
。
後
に
そ
れ

が
漁
業
権
に
ま
で
発
展
し
、
各
浦
の
地
先
き
を
除
く
尾
鷲
湾
の
漁

業
権
は
大
曽
根
浦
の
も

の
と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
大
曽
根

浦
に
は
、
常
に
網

11

帖
・
船
14
隻
が
あ
っ
て
、

浦
人
の
生
活
は
漁
業
中

心
で
し
た
。
尾
鷲
五
か

在
経
営
の
網
が
、
文

化
・
文
政
の
こ
ろ
次
第

に
浜
方
商
人
に
売
り
払

わ
れ
ま
し
た
が
、
大
曽

根
浦
は
湾
内
漁
業
権
を

持
っ
て
い
た
た
め
、
戦

前
ま
で
地
下
網
経
営
を
保
っ
て
き
ま
し
た
。

大
曽
根
浦
に
は
天
明
７
年
（
１
７
８
７
）
か
ら
大
正
９
年
（
１

９
２
０
）
に
か
け
て
３
０
４
冊
の
漁
魚
代
割
帖
や
網
関
係
の
文
書

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
ボ
ラ
漁
の
も
の
で
、

ほ
か
に
は
ム
ロ
ア
ジ
・
コ
ガ
ツ
オ
・
カ
ツ
オ
・
エ
ビ
・
マ
グ
ロ
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
売
上
の
分
配
方
法
は
江

戸
期
の
文
久
か
ら
大
正
期
ま
で
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
昔
な
が
ら
の

し
き
た
り
が
守
り
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
り
ま
す
。

■
大
曽
根
浦
の
地
名
の
話

大
曽
根
浦
の
「
曽
根
」
と
い
う
地
名
は
全
国
的
に
見
ら
れ
、
山

の
峰
を
さ
す
場
合
や
、
石
の
多
い
や
せ
地
を
い
う
場
合
、
海
中
に

岩
が
多
い
豊
か
な
漁
場
を
表
す
場
合
な
ど
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
が
、
大
曽
根
浦
の
場
合
は
豊
か
な
漁
場
が
合
っ
て
い
ま
す
。

浦
の
西
北
に
は
獅
子
頭
が
流
れ
着
い
た
と
伝
わ
る
浜
が
あ
り
、

尾
鷲
の
人
は
「
カ
ラ
カ
松
の
浜
」
と
呼
び
ま
す
が
、
大
曽
根
浦
の

人
た
ち
は
「
カ
ケ
イ
ソ
」
と
呼
び
ま
す
。
尾
鷲
神
社
の
祭
礼
の
と

き
、
大
曽
根
浦
の
人
た
ち
は
こ
の
神
聖
な
浜
の
夫
婦
岩
に
大
注
連

縄
を
掛
け
る
神
事
を
行
う
こ
と
か
ら
、
「
掛
け
磯
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

【
大
曽
根
浦
】

～
尾
鷲
湾
の
漁
業
権
を
持
つ
漁
村
～



行
野
浦
は
、
も
と
は
紀
勢
線
九
鬼
ト
ン
ネ
ル
の
北
口
付
近
、
現

在
は
「
元
行
野
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
に
あ
り
ま
し
た
。
魚
が
多
い

毛
尻
湾
に
臨
む
も
の
の
荒
波
を
ま
と
も
に
受
け
る
荒
磯
で
あ
っ

た
た
め
、
波
静
か
な
「
松
本
」
へ
引
っ
越
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
万
治
２
年
（
１
６
５
９
）
か
ら
移
住
を
始
め
ま
し
た
。

元
行
野
か
ら
松
本
へ
は
断
崖
沿
い
に
小
道
が
あ
り
、
人
々
は
こ

の
道
を
通
い
な
が
ら
松
本
を
開
墾
し
、
移
住
を
進
め
ま
し
た
。
享

保
９
年
（
１
７
２
４
）

ま
で
に

20

戸
が
移
住

し
ま
し
た
が
、
文
化
７

年
（
１
８
１
０
）
に
は

５
戸
が
元
行
野
に
残
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
こ

の
時
点
で
、
松
本
が
正

式
に
行
野
浦
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
全
戸

が
移
住
し
た
の
は
大
正

の
中
ご
ろ
で
、
最
初
の

移
住
か
ら
実
に
２
６
０

年
が
経
っ
て
い
ま
す
。

松
本
で
は
、
船
の
着
岸
は
楽
に
な
り
ま
し
た
が
、
困
っ
た
の
は

漁
業
権
で
す
。
当
時
は
大
曽
根
浦
が
漁
業
権
を
持
っ
て
い
た
た
め

漁
が
で
き
ず
、
事
情
を
尾
鷲
組
大
庄
屋
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、
行
野

浦
が
移
住
し
て
き
た
新
参
の
浦
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
、
松
本

地
先
の
漁
業
権
を
譲
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
行
野
浦
は
、
明
治
22
年
３
月
１
日
に
九
鬼
浦
・
早
田

浦
と
合
併
し
て
「
九
鬼
村
」
を
作
り
ま
し
た
が
、
明
治
42
年
、

九
鬼
村
か
ら
離
れ
て
尾
鷲
町
に
合
併
し
ま
し
た
。

■
行
野
浦
の
地
名
の
話

現
在
の
行
野
浦
は
、
も
と
は
行
野
浦
の
字
「
松
本
」
で
す
。
松

本
の
由
来
は
「
大
き
な
松
の
木
が
あ
り
、
そ
の
本
に
あ
る
集
落
だ

か
ら
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
元
行
野
か
ら
松
本
へ
移
住
し
て
か
ら

名
付
け
た
の
か
、
そ
れ
と
も
移
住
前
か
ら
そ
の
地
名
が
あ
っ
た
の

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
松
本
の
東
に
は
、
桃
頭
島
に
向
か
っ
て
「
瀬

元
鼻
」
と
い
う
小
半
島
が
あ
り
ま
す
が
、
両
者
の
間
は
川
の
瀬
と

同
じ
よ
う
に
底
が
浅
く
流
れ
が
速
い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
行
野
浦
に
は
「
毛
尻
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
こ
の
毛

は
「
よ
く
茂
っ
て
い
る
林
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
暖
か
い
海
岸

地
帯
の
特
性
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。

【
行
野
浦
】

～
二
百
六
十
年
を
か
け
た
集
落
移
転
～



旧
町
内
の
昔
の
浦
村
は
、
野
地
村
・
矢
浜
村
・
向
井
村
以
外
は

す
べ
て
浦
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
に
「
浦
」
と
「
村
」
と
の
違

い
は
、
「
漁
業
権
が
有
る
の
が
浦
で
無
い
の
が
村
」
と
考
え
ま
す

が
、
矢
浜
や
向
井
は
村
で
あ
っ
て
も
漁
業
権
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
考
え
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

こ
の
浦
と
村
の
違
い
は
、
藩
の
御
用
で
船
を
出
し
、
海
上
輸
送

に
労
働
力
を
提
供
し
た
「
浦
役
」
と
も
呼
ば
れ
る
加
子
役
が
い
た

村
が
「
浦
」
と
な
り
、
陸
上
輸
送
に
労
働
力
を
提
供
し
た
の
が
夫

役
（
里
役
）
の
い
た
村
が
「
村
」
と
な
り
ま
し
た
。

尾
鷲
市
の
浦
村
の
移
り
変
わ
り
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

【
浦
と
村
】

～
尾
鷲
郷
が
尾
鷲
市
と
な
る
ま
で
～

梶
加
村

曾
禰
村

賀
田
村

古
江
村

三
木
村

名
柄
村

小
脇
村

三
木
浦
村

下
松
村

早
田
村

九
鬼
村

行
野
村

大
曾
禰
村

向
村
矢
野
浜
村

天
満
村

水
地
村

須
賀
利
村

▼
慶
長
検
地
帳
（

１
６
０
１
）

梶
賀
浦

曾
根
浦

賀
田
村

古
江
浦

三
木
里
浦

名
柄
村

小
脇
村

三
木
浦

盛
松
浦

早
田
浦

九
木
浦

行
埜
浦

大
曾
根
浦

向
井
村

矢
浜
村

林
浦
南
浦
中
井
浦

野
地
村

堀
北
浦

天
満
浦

水
地
浦

須
賀
利
浦

▼
天
保
郷
帳
（

１
８
３
４
）

梶
賀
浦

曾
根
浦

賀
田
村

古
江
村

三
木
里
浦

名
柄
村

小
脇
浦

三
木
浦

盛
松
浦

早
田
浦

九
木
浦

行
野
浦

大
曾
根
浦

向
井
村

矢
浜
村

須
賀
利
浦

▼
地
方
行
政
区
画
便
覧

（

１
８
８
６
）

引
本
村

▼
市
町
村
制
施
行
（

１
８
８
９
）

須
賀
利
村

▼
町
村
合
併
促
進
法
公
布

（

１
９
５
３
）

▼
現
在
（

１
９
５
４
～
）

尾
鷲
市

九
鬼
村

北
輪
内
村

南
輪
内
村

南
輪
内
村

北
輪
内
村

九
鬼
村

尾
鷲
町

尾
鷲
町

南
村

中
井
・
堀
・
北
・

野
路
村

天
満
浦

尾
鷲
中
井
浦

尾
鷲
南
浦



地
名
と
は
、
あ
る
地
点
や
土
地
な
ど
に
、
何
ら
か
の
意
図
や
理

由
を
込
め
て
付
け
ら
れ
た
呼
び
名
が
、
そ
の
後
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
定
着
し
た
も
の
で
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
山
や
川
な

ど
地
形
や
自
然
に
ち
な
ん
だ
「
自
然
地
名
」
と
、
人
々
の
暮
ら
し

や
信
仰
、
政
治
な
ど
か
ら
生
じ
た
「
文
化
地
名
」
に
分
か
れ
ま
す
。

よ
っ
て
地
名
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
文
化
や
歴
史
、

自
然
を
学
ぶ
こ
と
に
通
じ
ま
す
。

ま
た
、
地
名
は
言
葉
で
す
か
ら
、
音
が
あ
り
意
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
伝
達
は
音
声
や
文
字
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
長
い
時
間
の
な
か

で
、
話
し
言
葉
は
聞
き
手
・
話
し
手
に
よ
っ
て
、
文
字
は
読
み
手
・

書
き
手
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
土
地
の
所
有
者
や
統

治
者
、
社
会
情
勢
な
ど
の
影
響
で
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

奈
良
・
平
安
期
に
は
、
天
皇
の
詔
（
み
こ
と
の
り
）
や
律
令
な

ど
で
「
二
字
化
」
と
「
好
字
化
」
が
図
ら
れ
、
そ
の
後
こ
の
傾
向

は
社
会
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。
例
え
ば
国
名
に
も
「
木
国
」

が
「
紀
伊
国
」
と
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
尾
鷲
で
も
「
お
ハ

し
」
の
万
葉
仮
名
は
「
遠
和
志
」
で
す
が
「
尾
鷲
」
と
な
り
、「
下

松
（
さ
が
り
ま
つ
）
」
が
「
盛
松
」
と
変
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
大
き
な
地
名
に
多
く
起
こ
り
ま
し
た
が
、

小
字
や
土
地
の
人
々
の
間
だ
け
で
通
じ
る
地
図
に
も
載
ら
な
い

地
点
名
な
ど
の
小
さ
な
地
名
で
は
、
影
響
が
少
な
い
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
「
小
地
名
」
を
学
ぶ
な
か
で
、
今
で
は
失
わ
れ

た
地
域
の
文
化
や
歴
史
の
断
片
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、

考
古
学
に
も
似
た
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
近
な
小
地
名
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
、
単
な
る
知
識
と
し
て

の
学
習
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
や
自
然
と
の
結
び
つ
き
を
体
験
と

し
て
強
く
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、
皆

さ
ん
も
「
ふ
る
さ
と
尾
鷲
」
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

【
地
名
考
】

～
身
近
な
「
小
地
名
」
の
魅
力
～

【
参
考
文
献
】

※
い
ず
れ
も
尾
鷲
市
立
図
書
館
に
あ
り
ま
す
。

「
尾
鷲
市
史

上
巻
」

尾
鷲
市

１
９
６
９
年

「
尾
鷲
市
史

下
巻
」

尾
鷲
市

１
９
７
１
年

「
尾
鷲
市
史
年
表

市
制
40
周
年
」

尾
鷲
市

１
９
９
４
年

「
見
聞
闕
疑
集
」

尾
鷲
市
立
中
央
公
民
館
郷
土
室

１
９
８
４
年

「
郷
土
む
か
し
ば
な
し
」

尾
鷲
市
郷
土
館
友
の
会

１
９
７
６
年

「
お
わ
せ
の
浦
村
」

尾
鷲
市
郷
土
館
友
の
会

１
９
７
７
年

「
ふ
る
さ
と
の
石
造
物
」

尾
鷲
市
郷
土
館
友
の
会

１
９
８
０
年

「
三
重
懸
紀
伊
國

北
牟
婁
郡
地
誌
」

野
地
義
智

１
８
８
９
年

名
著
出
版

「
日
本
歴
史
地
名
大
系
24

三
重
県
の
地
名
」

平
凡
社

１
９
８
３
年

「
柳
田
國
男
全
集
20
」

柳
田
國
男

１
９
９
０
年

ち
く
ま
文
庫

「
地
名
の
由
来
を
知
る
辞
典
」

武
光
誠

１
９
９
７
年

東
京
堂
出
版



【
「
三
重
懸
紀
伊
國

北
牟
婁
郡
地
誌
」
記
載
地
名
】

長
濱
・
天
満
・
生
草
・
古
里
・
水
地
・
土
井
町
・
知
古
町
・
川
原

町
・
新
川
原
町
・
中
井
町
・
北
川
橋
西
川
側
・
上
川
原
町
・
禰
宜

町
・
下
リ
坂
町
・
牛
ノ
後
・
虎
世
古
・
今
町
・
栢
町
・
堀
町
・
氏

神
川
向
・
野
地
新
町
・
野
地
殿
・
野
地
殿
上
・
野
地
立
町
・
野
地

矢
倉
町
・
参
礼
殿
・
中
村
山
・
古
戸
・
古
戸
野
・
古
戸
山
・
古
戸

平
畑
ノ
上
・
泉
左
リ
川
側
通
・
垣
ノ
内
・
泉
ノ
内
・
泉
・
古
戸
野

蜜
柑
山
・
山
邊
・
上
ノ
山
・
倉
ノ
谷
川
側
・
倉
ノ
谷
・
倉
谷
・
倉

ノ
谷
田
ノ
上
・
倉
ノ
谷
左
リ
・
池
ノ
平
・
倉
ノ
谷
山
・
池
ノ
端
・

倉
ノ
谷
通
下
・
倉
ノ
谷
堀
割
・
倉
ノ
谷
道
通
山
・
倉
ノ
谷
堀
割
道

通
リ
山
・
倉
ノ
谷
堀
割
道
下
・
坂
塲
大
道
ノ
上
・
坂
塲
山
ノ
神
森

・
坂
塲
墓
ノ
上
・
坂
塲
庚
申
森
・
梅
ノ
木
谷
・
梅
ノ
木
谷
入
口
・

坂
塲
・
何
枚
田
・
茶
地
岡
・
座
ノ
下
・
ど
ん
ど
川
原
・
宮
ノ
上
・

宮
ノ
後
・
丑
ノ
谷
・
西
山
田
ノ
上
・
寺
尾
地
続
・
北
浦
・
北
浦
平

・
大
島
元
・
妙
見
堂
・
脇
ノ
濱
・
菊
山
・
小
久
兵
衛
谷
・
東
山
田

・
西
山
田
・
馬
越
・
馬
越
大
道
右
・
馬
越
大
道
左
・
濱
・
北
町
・

明
慶
町
・
世
古
町
・
袋
町
・
高
町
・
松
下
・
中
町
・
井
戸
町
・
新

町
・
殿
元
・
せ
ぎ
の
山
・
山
の
鼻
・
林
町
・
南
町
・
寺
町
・
中
久

留
・
中
村
山
・
中
村
山
の
腰
・
元
山
神
の
上
・
野
輪
・
折
橋
・
上

中
川
・
下
中
川
・
自
然
地
・
小
川
・
小
川
山
神
の
森
・
小
川
田
の

上
・
小
川
庚
申
の
森
・
自
然
地
上
野
・
中
川
黑
淵
瀧
・
大
瀧
・
大

瀧
道
下
・
大
瀧
道
上
・
日
尻
野
山
田
・
日
尻
野
・
日
尻
野
良
運
・

日
尻
野
川
端
・
小
原
野
小
谷
・
小
原
野
船
崎
・
小
原
野
・
小
原
野

奥
楠
堂
・
小
原
野
奥
滑
山
・
新
田
割
谷
・
新
田
奥
野
地
竈
・
新
田

奥
水
呑
・
新
田
奥
大
壹
櫃
・
新
田
側
河
・
新
田
奥
鈴
の
谷
・
新
田

の
上
藥
師
谷
・
向
山
・
矢
濱
上
野
山
・
矢
の
川
野
田
山
・
矢
の
川

主
ヶ
谷
・
矢
の
川
大
曾
越
・
矢
の
川
橋
ヶ
谷
・
矢
の
川
長
尾
・
が

ん
が
ら
き
・
眞
砂
福
松
・
眞
砂
ご
と
崩
・
眞
砂
牛
草
崩
・
眞
砂
口

滑
・
眞
砂
秤
返
・
八
木
山
七
曲
・
八
木
山
櫻
茶
屋
・
八
木
山
古
田

・
八
木
山
棚
山
・
八
木
山
小
佐
山
・
向
井
玄
工
・
向
井
小
谷
・
向

井
上
中
道
・
向
井
笛
草
・
向
井
中
道
・
向
井
空
谷
・
向
井
本
谷
・

八
木
山
赤
崩
・
八
木
山
の
瀧
・
八
木
山
相
の
谷
・
八
木
山
三
本
木

・
八
木
山
水
呑
・
八
木
山
蓮
花
石
・
八
木
山
荒
神
堂
・
八
木
山
唐

杉
・
八
木
山
君
ヶ
谷
・
眞
砂
く
ぐ
り
木
・
眞
砂
奥
滑
・
眞
砂
深
谷

・
矢
の
川
小
瀧
・
矢
の
川
三
田
谷
・
矢
の
川
あ
み
だ
せ
・
矢
の
川

赤
間
畑
・
矢
の
川
古
和
谷
・
矢
の
川
横
山
・
矢
の
川
天
満
木
屋
・

矢
の
川
口
す
ぼ
・
矢
の
川
千
本
木
・
矢
の
川
葛
籠
谷
・
矢
の
川
唐

瀧
・
猪
食
木
屋
・
矢
の
川
金
木
屋
・
矢
の
川
小
濱
・
矢
の
川
う
と

木
屋
・
矢
の
川
二
ツ
木
屋
・
矢
の
川
新
道
・
矢
の
川
日
尾
・
矢
の

川
小
坪
・
矢
の
川
蔭
谷
・
矢
の
川
傳
唐
越
・
矢
の
川
南
谷
、
ほ
か

【
旧
尾
鷲
町
之
昔
語
】

尾
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教
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委
員
会
生
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学
習
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