
私たちのまち尾鷲市は、昭和２９年（１９５４）６月２０日、当時の尾鷲

町（おわしちょう）・須賀利村・九鬼村・北輪内村・南輪内村の１町４村が合

併して誕生しました。かつては尾鷲郷・相賀荘・三木荘・曽根荘（一部、有

馬荘の飛び地）に属した２３もの集落が、市として一つになったのです。 

このうち、尾鷲郷（旧尾鷲町）を除いた浦村に関する、少し昔のお話です。 

※タイトル中の「七浦村」は、「尾鷲郷以外のすべての集落」のことを表しています。「七」

は、「七曲がり」や「七度」などの例と同じく、「数が多いこと」の意味です。 

「伊能図１３１：伊勢・紀伊 南海岸」 http://kochizu.gsi.go.jp/items/424 

「伊能図１３２：〔新宮 那智山〕」   http://kochizu.gsi.go.jp/items/425 
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国土地理院古地図コレクション 

「伊能図」中２枚を加工して作成 

※「１３１」「１３２」の一部を合成



須
賀
利
浦
は
、
か
つ
て
相
賀
荘
に
属
し
、
紀
州
藩
が
組
制
を
し

い
た
元
和
５
年
（
１
６
１
９
）
に
尾
鷲
組
と
な
り
ま
し
た
。
良
好

な
漁
場
を
有
し
、
尾
鷲
の
各
浦
が
不
漁
で
悩
ま
さ
れ
た
天
保
年
間

（
１
８
３
１
～
１
８
４
５
）
で
も
マ
グ
ロ
や
カ
ツ
オ
の
大
漁
が
あ

り
ま
し
た
。
な
か
で
も
天
保
11
年
（
１
８
４
０
）
11
月
か
ら
は
、

異
常
な
ほ
ど
大
群
の
マ
グ
ロ
が
湾
内
に
入
り
、
３
万
９
０
０
尾
も

獲
れ
ま
し
た
。
こ
の
代
金
は
５
、
２
０
０
両
に
な
り
、
経
費
を
差

し
引
い
た
純
益
を
各
戸

に
配
分
し
ま
し
た
が
、

一
戸
あ
た
り
９
両
と
い

う
大
金
と
な
り
ま
し
た
。

浦
人
た
ち
は
こ
の
豊
漁

に
感
謝
し
、
天
保
12
年

（
１
８
４
１
）
１
月
、

普
済
寺
境
内
に
供
養
塔

を
建
立
し
ま
し
た
。

ま
た
、
須
賀
利
浦
は

商
港
と
し
て
も
栄
え
ま

し
た
。
江
戸
時
代
の
物

資
輸
送
は
海
上
交
通
が

中
心
で
、
大
坂
・
江
戸
間
に
は
菱
垣
回
船
が
航
行
し
ま
し
た
が
、

当
時
は
陸
地
を
見
な
が
ら
の
帆
走
で
、
熊
野
灘
を
航
海
し
た
多
く

の
船
が
風
待
ち
・
日
和
待
ち
で
入
港
し
た
た
め
、
浦
に
は
13
軒

も
の
船
宿
が
あ
り
ま
し
た
。
入
港
船
は
尾
張
（
愛
知
県
）
や
日
高

（
和
歌
山
県
）
か
ら
の
船
が
多
く
、
そ
の
ほ
か
九
州
・
四
国
・
広

島
・
兵
庫
・
大
坂
・
江
戸
と
日
本
全
国
に
渡
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
難
破
船
の
入
港
も
多
く
、
延
宝
６
年
（
１
６
７
８
）
か

ら
明
治
初
年
（
１
８
６
８
）
ま
で
に
１
７
４
隻
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
普
済
寺
の
過
去
帳
に
は
、
病
気
な
ど
で
不
幸
に
も
亡
く
な

っ
た
船
員
や
乗
客
45
人
の
埋
葬
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

■
須
賀
利
浦
の
地
名
の
話

須
賀
利
の
「
須
賀
」
は
「
砂
州
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
全
国

に
は
横
須
賀
・
高
須
賀
・
赤
須
賀
な
ど
の
例
が
あ
り
ま
す
。

集
落
か
ら
山
を
越
え
て
東
に
あ
る
「
大
池
」
周
辺
に
は
、
か
つ

て
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
後
に
、
住
民
は
須
賀
利
浦
や
島
勝
浦

に
移
住
し
た
た
め
「
元
須
賀
利
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
鎌
倉

時
代
ご
ろ
ま
で
は
「
佐
和
御
厨
（
み
く
り
や
）
」
と
し
て
、「
須
賀

利
御
厨
」
と
と
も
に
伊
勢
神
宮
の
御
料
地
で
し
た
。
こ
の
「
佐
和
」

は
「
沢
」
の
こ
と
で
、
大
池
の
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
須
賀
利
浦
】

～
マ
グ
ロ
の
大
漁
に
潤
っ
た
浦
湊
～



九
木
浦
は
、
か
つ
て
早
田
浦
と
と
も
に
「
比
志
賀
（
ひ
じ
か
）」

と
呼
ば
れ
、
伊
勢
神
宮
の
御
厨
（
み
く
り
や
）
で
し
た
。
そ
の
後
、

九
木
（
鬼
）
と
な
り
ま
す
が
、
由
来
に
つ
い
て
は
「
九
鬼
氏
が
築

城
し
て
移
り
住
ん
だ
か
ら
」
「
熊
野
権
現
勢
力
が
新
宮
か
ら
北
へ

と
及
ぶ
な
か
、
修
験
道
が
広
ま
り
九
鬼
と
な
っ
た
」
な
ど
と
諸
説

あ
る
も
の
の
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

九
木
神
社
の
岬
が
荒
波
を
防
ぐ
九
木
港
は
、
水
深
も
深
い
良
港

で
、
江
戸
時
代
に
は
全

国
か
ら
多
く
の
回
船
が

立
ち
寄
り
ま
し
た
。
一

時
期
、
船
宿
が
18
軒
あ

り
、
多
く
が
「
阿
波
屋
」

「
播
磨
屋
」
な
ど
と
、

よ
く
宿
を
利
用
す
る
回

船
の
国
や
土
地
の
名
を

冠
し
た
宿
で
し
た
。
ま

た
船
具
類
や
日
用
雑
貨

の
販
売
、
荷
さ
ば
き
問

屋
も
兼
ね
、
浦
は
大
い

に
繁
盛
し
ま
し
た
。

九
木
浦
は
ま
た
、
有
数
の
漁
港
で
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代

に
は
捕
鯨
も
行
わ
れ
、
紀
州
藩
が
一
時
期
、
鯨
方
役
所
を
お
い
て

地
下
経
営
捕
鯨
を
併
合
し
ま
し
た
。
ま
た
、
九
木
浦
に
と
っ
て
一

番
大
切
な
ブ
リ
漁
は
、
明
治
32
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
宮
崎

和
右
衛
門
・
宮
崎
要
郎
・
稲
葉
専
四
郎
の
三
氏
が
発
起
人
と
な
り
、

大
敷
網
を
布
設
す
る
た
め
の
願
い
を
三
重
県
知
事
に
申
請
。
そ
の

後
、
小
鼻
の
沖
に
網
を
布
設
し
、
こ
れ
が
後
の
１
号
網
と
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
予
想
外
の
大
成
果
を
収
め
た
こ
と
で
、
九
木
浦
で

は
地
下
経
営
の
大
敷
網
（
２
号
網
）
の
布
設
を
決
め
ま
す
。
こ
う

し
て
先
覚
者
た
ち
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
ブ
リ
大
敷
に
、
現
在
ま

で
ど
れ
ほ
ど
の
恩
恵
を
受
け
た
か
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

■
九
木
浦
の
地
名
の
話

比
志
加
の
「
ヒ
ジ
」
は
、
肘
の
よ
う
に
曲
が
っ
た
湾
で
、「
カ
」

は
良
い
所
の
「
賀
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

集
落
内
の
「
ニ
ラ
ク
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
石
垣
で
囲
ま
れ
た
場
所

は
、
か
つ
て
前
浜
で
駆
除
し
た
「
ニ
ラ
」
（
ウ
ニ
・
ガ
ン
ガ
ゼ
）

を
焼
却
す
る
た
め
に
貯
蔵
し
た
「
ク
ラ
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
東
の
海
岸
に
は
「
ア
バ
バ
」
と
い
う
網
干
場
が
あ
り
ま

す
が
、
漁
網
に
付
け
る
浮
き
の
こ
と
も
「
ア
バ
」
と
い
い
ま
す
。

【
九
木
浦
】

～
紀
州
有
数
の
良
港
と
ブ
リ
ど
こ
ろ
～



早
田
浦
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
７
戸
で
し
た

が
、
寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
に
は
45
戸
２
４
８
人
と
な
り
ま

し
た
。
天
然
の
良
港
と
海
の
幸
に
恵
ま
れ
、
人
々
は
主
に
漁
業
に

従
事
し
な
が
ら
合
間
に
林
業
や
農
業
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
尾

鷲
郷
や
九
木
浦
で
は
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
人
も
い
ま
す
が
、
早
田
浦

に
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
不
漁
で
苦
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
が
、
そ
れ
で
も
暮
ら
し
や
す
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
早
田
浦
に
は
、

し
ば
し
ば
難
破
船
が
入

港
し
ま
し
た
。
熊
野
灘

は
難
所
で
あ
り
、
夏
か

ら
秋
に
は
台
風
に
よ
っ

て
潮
岬
付
近
で
難
破
し

た
船
が
、
ま
た
冬
に
は
、

志
摩
の
大
王
崎
周
辺
で

北
風
に
あ
お
ら
れ
た
船

が
三
木
埼
あ
た
り
ま
で

漂
流
し
、
入
港
し
ま
し

た
。
こ
う
し
た
難
破
船

が
あ
る
と
、
庄
屋
以
下

が
総
出
で
対
応
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、
な
か
に
は
、
停
泊
中
に
火

災
を
起
こ
し
た
り
、
突
然
の
強
風
に
流
さ
れ
て
破
船
し
、
多
く
の

流
死
者
を
出
し
た
事
件
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
庄
屋
に
は
年
貢
を
免
除
さ
れ
る
特
権
が
あ
っ
た

た
め
、
米
が
多
く
と
れ
る
平
野
部
で
は
世
襲
制
と
な
り
が
ち
で
す

が
、
11
か
月
を
移
入
米
に
頼
る
尾
鷲
は
例
外
で
し
た
。
む
し
ろ

飢
饉
の
と
き
は
率
先
し
て
救
済
活
動
を
行
う
な
ど
負
担
が
多
く
、

一
年
勤
め
る
と
病
気
を
理
由
に
辞
め
る
の
が
通
例
で
し
た
。
し
か

し
、
早
田
浦
の
徳
太
郎
は
特
殊
な
例
で
、
安
永
６
年
（
１
７
７
７
）

か
ら
32
年
間
も
庄
屋
を
勤
め
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
当
時
は
、
彼

以
外
に
庄
屋
の
引
き
受
け
手
が
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

■
早
田
浦
の
地
名
の
話

早
田
を
「
ハ
イ
ダ
」
と
読
む
例
は
ほ
か
に
な
く
、
田
の
少
な
い

早
田
浦
で
は
「
早
く
稲
が
実
る
温
暖
地
」
の
「
ハ
ヤ
タ
」
と
は
無

関
係
な
よ
う
で
す
。
こ
の
「
ハ
イ
」
の
音
は
、
小
平
地
や
岩
礁
と

い
う
意
味
の
「
ハ
エ
」
が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
初
め
て
人
が
住
ん
だ
場
所
は
、
橋
掛
崎
の
湾
口
か
ら
少

し
入
っ
た
「
人
所
」
で
、
次
が
「
木
名
」
や
「
小
口
」
と
い
わ
れ
、

小
口
に
は
小
石
を
積
み
重
ね
た
古
い
墓
が
残
っ
て
い
ま
す
。

【
早
田
浦
】

～
小
規
模
な
が
ら
暮
ら
し
や
す
い
浦
～



盛
松
浦
（
さ
が
り
ま
つ
う
ら
）
は
、
三
木
埼
半
島
に
存
在
し
た

集
落
で
、
枝
郷
の
頼
母
（
た
の
も
）
と
と
も
に
現
在
は
廃
村
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
は
、
三
木

浦
22
戸
に
対
し
て
27
戸
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
船
着
場
が
な

く
不
便
な
地
で
、
昭
和
２
（
１
９
２
７
）
年
に
は
住
民
ら
が
相
談

の
う
え
、
全
戸
が
三
木
浦
に
引
っ
越
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
漁
業
慣
習
で
は
、
沖
は
共
有
で
す
が
、
地
先
の
海

は
そ
の
浦
に
漁
業
権
が

あ
り
ま
し
た
。
盛
松
浦

の
集
落
は
半
島
の
南
端

に
あ
り
、
三
木
埼
を
中

心
に
臨
海
地
帯
が
長
く
、

絶
好
の
漁
場
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、

外
洋
に
面
し
た
浜
辺
は

荒
波
を
直
接
受
け
る
大

き
な
礫
（
れ
き
）
が
積

み
重
な
っ
た
荒
磯
で
、

船
の
着
岸
に
向
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
安
政
５
年

（
１
８
５
８
）
の
調
べ
で
は
５
隻
の
漁
船
が
あ
り
、
細
々
と
漁
業

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
主
な
も
の
は
エ
ビ
網
で
し
た
。

一
方
、
頼
母
の
集
落
は
、
半
島
の
東
側
の
小
さ
な
窪
地
に
あ
り

ま
し
た
。
慶
長
の
初
め
ご
ろ
、
度
会
郡
南
島
の
道
行
竈
か
ら
４
人

が
移
住
し
て
製
塩
を
始
め
た
と
い
わ
れ
、
製
塩
に
携
わ
っ
た
人
た

ち
は
、
後
に
盛
松
浦
に
移
っ
て
製
塩
を
行
い
ま
し
た
。
正
徳
５
年

（
１
７
１
５
）
の
調
査
で
は
、
盛
松
浦
の
米
麦
の
と
れ
高
は
53
石

と
な
っ
て
い
ま
す
。
頼
母
に
は
約
一
町
歩
の
田
が
あ
り
42
石
の

米
麦
が
取
れ
ま
し
た
が
、
残
り
の
11
石
は
、
生
産
さ
れ
た
塩
を

米
に
換
算
し
た
も
の
で
す
。

■
盛
松
浦
の
地
名
の
話

「
盛
松
」
は
、
元
は
集
落
を
被
う
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
て
生
え

て
い
た
海
蔵
寺
の
大
き
な
松
の
木
に
ち
な
ん
で
「
下
松
」
と
付
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
安
永
年
間
（
１
７
７
２
～
１
７
８
１
）
に

縁
起
の
良
い
字
で
あ
る
「
盛
松
」
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

集
落
に
は
、
海
辺
寄
り
の
「
下
地
（
し
も
じ
）
」
地
区
と
、
集

落
入
り
口
か
ら
奥
ま
っ
た
「
奥
地
（
お
く
じ
）
」
地
区
が
あ
り
ま

し
た
。
明
治
期
に
一
般
人
も
苗
字
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

地
区
の
人
た
ち
は
下
地
・
奥
地
の
姓
を
名
乗
り
ま
し
た
。

【
盛
松
浦
】

～
昭
和
に
移
り
住
ん
だ
荒
磯
の
集
落
～



三
木
浦
は
、
戦
国
時
代
に
四
度
も
戦
場
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
三
木
荘
（
九
木
浦
～
三
木
里
浦
）
を
治
め
、
三
木
浦
に
三
木

城
を
築
い
て
い
た
の
が
三
木
新
八
郎
で
す
。
天
正
３
年
（
１
５
７

５
）
、
新
宮
か
ら
堀
内
氏
善
が
攻
め
入
っ
た
際
、
九
木
浦
の
九
鬼

光
隆
と
そ
の
弟
の
嘉
隆
（
鳥
羽
城
主
）
が
三
木
氏
を
援
護
し
堀
内

勢
を
退
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
氏
善
は
九
鬼
嘉
隆
の
娘
を
妻
に
迎

え
て
再
び
三
木
城
を
攻
め
る
と
、
三
木
氏
は
九
鬼
氏
の
支
援
が
得

ら
れ
ず
敗
退
し
ま
す
。

し
か
し
、
わ
ず
か
な
兵

を
残
し
て
堀
内
氏
が
引

き
上
げ
た
隙
に
紀
伊
長

島
の
加
藤
氏
が
赤
羽
の

奥
村
氏
と
三
木
城
を
攻

め
取
っ
た
た
め
、
堀
内

氏
は
大
軍
を
率
い
て
三

度
三
木
城
を
攻
め
、
城

を
取
り
戻
し
ま
し
た
。

三
木
浦
は
ま
た
、
軍

事
上
だ
け
で
な
く
江
戸

期
の
海
上
交
通
か
ら
も

重
要
な
港
湾
で
、
漁
業
上
も
す
ば
ら
し
い
港
で
し
た
。
寛
政
６
年

（
１
７
９
４
）
、
神
島
が
藩
主
の
御
手
入
れ
場
と
な
り
浦
人
の
出

漁
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
優
良
な
漁
場
を
お
さ
え
ら
れ
て
は
生

活
が
成
り
立
た
な
い
と
藩
へ
歎
願
し
た
結
果
、
享
和
元
年
（
１
８

０
１
）
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
漁
業
経
営
者
が
漁
業
株
と

い
う
組
織
に
発
展
し
て
浦
の
漁
業
権
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
白
浜

地
や
長
西
地
の
網
代
の
漁
業
株
は
12
人
の
有
力
者
が
持
っ
て
い

ま
し
た
が
、
浦
が
困
窮
し
た
際
、
両
網
代
を
地
下
へ
移
管
し
て
ほ

し
い
と
浦
人
た
ち
が
願
い
出
て
、
文
化
７
年
（
１
８
１
０
）
に
漁

業
権
が
戻
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
に

15
隻
だ
っ
た
漁
船
が
安
政
５
年
（
１
８
５
８
）
に
は
76
隻
と
な

る
な
ど
、
三
木
浦
の
漁
業
が
急
速
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

■
三
木
浦
の
地
名
の
話

集
落
の
中
央
に
あ
る
「
奥
尾
坂
」
に
は
、
戦
国
時
代
の
戦
い
で

討
ち
死
に
し
た
多
く
の
死
者
を
埋
葬
し
た
と
い
う
「
多
首
坂
」
を

語
源
と
す
る
説
と
、
コ
ノ
ワ
へ
通
う
際
に
越
え
た
こ
と
か
ら
、
奥

へ
と
越
え
る
尾
根
の
坂
「
奥
尾
坂
」
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。

「
白
浜
」
や
「
太
地
」
と
い
う
地
名
は
、
和
歌
山
か
ら
来
た
人

た
ち
が
故
郷
の
地
名
を
付
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
三
木
浦
】

～
四
度
の
合
戦
に
見
舞
わ
れ
た
浦
湊
～



小
脇
村
は
、
現
在
の
尾
鷲
市
小
脇
町
で
、
八
鬼
山
道
を
下
り
た

地
で
あ
る
名
柄
町
と
三
木
浦
町
と
の
間
、
谷
川
河
口
の
小
湾
に
位

置
す
る
集
落
で
す
。
や
や
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
塩
釜
神
社
は
、

宮
崎
県
塩
釜
か
ら
移
住
し
た
森
本
氏
の
祖
先
が
勧
請
し
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
神
社
前
に
は
一
石
五
輪
塔
が
あ
り
、
一
説
に
は

三
木
城
の
戦
い
で
討
ち
死
に
し
た
武
将
の
墓
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

隣
村
で
あ
る
名
柄
村
が
、
八
鬼
山
を
越
え
て
矢
浜
村
に
文
書
の

受
け
渡
し
を
す
る
村
継

ぎ
役
に
疲
弊
し
、
山
林

や
田
畑
を
売
却
し
て
急

場
を
し
の
ぐ
な
か
、
そ

の
山
林
を
４
０
０
両
も

買
っ
た
の
が
、
小
脇
村

の
庄
屋
で
回
船
を
持
っ

て
い
た
森
本
八
郎
治
で

し
た
。
安
政
４
年
（
１

８
５
７
）
、
名
柄
村
が
復

興
に
向
け
て
山
林
や
田

畑
を
買
い
戻
す
折
り
、

森
本
氏
が
買
っ
た
山
林

は
時
価
８
０
０
両
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
森
本
氏
は
当
初
、
時
価

で
の
買
い
取
り
を
希
望
し
ま
し
た
が
、
名
柄
村
の
懇
願
や
尾
鷲
組

大
庄
屋
の
仲
裁
も
あ
っ
て
、
最
後
に
は
理
解
を
示
し
元
値
で
売
り

戻
し
た
た
め
、
名
柄
村
の
人
々
に
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。

慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
は
、
わ
ず
か
に
２
戸
で
、

米
麦
の
と
れ
高
は
12
石
で
し
た
が
、
明
治
５
年
（
１
８
７
２
）

に
戸
籍
が
で
き
た
際
に
は
、
農
業
４
戸
・
林
業
９
戸
・
大
工
２
戸

の
15
戸
に
増
え
て
い
ま
す
。
元
住
民
の
話
で
は
、
昭
和
30
年
代

（
１
９
５
５
～
１
９
６
５
）
ま
で
大
き
な
蔵
が
あ
り
、
な
か
に
は

槍
や
刀
が
残
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
当
時
は
20
世
帯
ほ
ど
が
住

ん
で
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
住
民
登
録
が
数
人
あ
る
も
の
の
居
住

者
は
な
く
、
採
石
場
関
係
者
だ
け
が
出
入
り
し
て
い
ま
す
。

■
小
脇
村
の
地
名
の
話

小
脇
村
の
名
前
の
由
来
は
、
三
木
里
浦
や
名
柄
村
の
「
脇
に
あ

る
小
さ
な
村
」
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
脇
村
に
は
「
白
倉
（
し
ら
く
ら
）
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま

す
が
、
「
シ
ラ
」
は
滑
る
、
「
ク
ラ
」
は
岩
の
意
味
で
、
「
す
べ
る

岩
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
南
浦
や
九
木
浦
に
あ
る
「
ナ
メ

ラ
谷
」
と
同
じ
く
、
岩
が
す
べ
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
小
脇
村
】

～
山
海
の
脇
に
抱
か
れ
た
小
さ
な
村
～



名
柄
村
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
は
22
戸
で

米
麦
の
と
れ
高
は
67
石
で
し
た
。
文
政
年
間
（
１
８
１
８
～
１

８
３
１
）
に
50
戸
と
な
り
ま
す
が
、
天
保
８
年
（
１
８
３
７
）

か
ら
の
飢
饉
で
一
変
し
、
廃
村
の
危
機
に
直
面
し
ま
し
た
。
そ
の

理
由
は
、
公
用
文
書
を
隣
村
に
運
ぶ
村
継
ぎ
の
負
担
か
ら
で
す
。

名
柄
村
の
役
目
は
矢
浜
村
ま
で
で
す
が
、
盗
賊
や
狼
が
出
る
八
鬼

山
越
え
に
は
数
人
の
護
衛
が
必
要
で
、
急
用
の
文
書
が
続
く
と
村

人
た
ち
は
農
作
業
を
す

る
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
生
活
が
苦
し

く
な
る
と
、
村
で
は
共

有
山
林
を
売
っ
て
窮
状

を
救
い
ま
し
た
が
、
持

ち
堪
え
る
こ
と
が
で
き

ず
田
畑
を
手
放
す
者
も

出
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
庄
屋
の
本
山

幸
七
は
、
残
っ
た
15
戸

の
人
た
ち
と
村
の
復
興

を
誓
い
、
人
手
に
渡
っ

た
土
地
を
買
い
戻
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
山
氏
は
、
木
本
組
大

庄
屋
を
通
じ
て
藩
金
の
拝
借
を
代
官
所
へ
願
い
出
た
う
え
、
和
歌

山
ま
で
出
か
け
て
窮
状
を
訴
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
安
政
４
年

（
１
８
５
７
）
に
１
２
０
両
が
10
年
間
無
利
息
で
貸
し
出
さ
れ
、

山
林
や
田
畑
を
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
後
に
名
柄
村
は

お
金
を
返
済
し
、
税
滞
納
者
も
な
い
優
良
村
と
な
り
ま
し
た
。

正
徳
２
年
（
１
７
１
２
）
、
紀
州
五
代
藩
主
の
徳
川
吉
宗
は
熊

野
街
道
に
一
里
塚
を
作
ら
せ
ま
し
た
が
、
名
柄
村
の
外
れ
に
も
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
当
地
の
一
里
塚
に
は
特
徴
が
あ
り
、
道
の
一
方

に
は
山
桜
が
、
も
う
一
方
に
は
黒
松
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

明
治
期
後
半
に
は
八
鬼
山
に
短
縮
道
路
が
作
ら
れ
、
当
時
も
続
い

て
い
た
村
継
ぎ
役
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

■
名
柄
村
の
地
名
の
話

名
柄
村
の
「
名
柄
」
は
、
慶
長
の
検
地
帳
に
も
「
三
木
之
内
永

原
村
」
と
あ
る
よ
う
に
「
永
原
」
や
「
長
原
」
と
も
書
か
れ
、
長

い
原
野
や
田
畑
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

ま
た
、
沓
川
沿
い
に
「
尾
鷲
地
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
由
来

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
柄
村
が
困
窮
し
た
際
、
尾
鷲
の
人

に
売
っ
て
買
い
戻
し
た
土
地
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
名
柄
村
】

～
木
本
組
と
尾
鷲
組
と
の
中
継
ぎ
村
～



戦
国
時
代
の
三
木
荘
に
は
、
大
門
主
馬
・
大
倉
丹
後
・
世
古
主

計
・
中
村
兵
内
・
浜
主
殿
・
東
兵
庫
・
三
木
新
八
郎
と
い
う
７
人

の
地
侍
が
い
ま
し
た
。
盟
主
の
三
木
新
八
郎
は
、
三
木
浦
に
城
を

築
き
、
三
木
里
浦
に
居
館
を
構
え
て
い
ま
し
た
。

三
木
里
浦
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
の
際
、
76
戸

も
あ
る
集
落
で
、
85
戸
の
賀
田
村
と
並
ん
で
輪
内
地
域
の
中
心

地
で
し
た
。
中
世
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
西
国
三
十
三
所
の
霊
場

巡
り
が
流
行
す
る
と
、

三
木
里
浦
は
大
い
に
に

ぎ
わ
い
ま
し
た
。
伊
勢

神
宮
に
参
拝
し
た
後
、

那
智
の
青
岸
渡
寺
に
礼

拝
す
る
順
礼
た
ち
が
、

八
鬼
山
を
越
え
て
三
木

里
浦
で
止
宿
し
、
嘉
永

６
年
（
１
８
５
３
）
に

発
行
さ
れ
た
「
西
国
三

十
三
所
名
所
図
会
」
に

も
「
八
鬼
山
を
下
り
名

柄
村
を
経
て
三
木
里
浦

に
い
た
る
。
こ
こ
は
入
海
の
船
着
に
し
て
商
家
旅
駕
屋
立
ち
な
ら

び
」
と
あ
り
、
繁
盛
し
た
浦
里
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
初
年
（
１
８
６
８
）
に
は
１
４
８
戸
・
８
７
６
人
と
な
り
、

職
業
は
林
業
関
係
が
多
く
、
次
い
で
農
業
、
商
業
と
続
き
、
大
工

や
桶
屋
、
旅
籠
屋
、
博
労
、
鍛
冶
、
畳
刺
、
医
術
と
あ
り
ま
し
た
。

湾
内
に
漁
業
権
を
持
ち
な
が
ら
従
事
者
は
な
く
、
林
業
や
商
業
で

栄
え
ま
し
た
。
ま
た
、
教
育
に
も
熱
心
で
、
安
政
の
こ
ろ
（
１
８

５
５
～
１
８
６
０
）
か
ら
寺
子
屋
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
砂
浜
の
海
岸
部
に
は
、
正
徳
２
年
（
１
７
１
２
）

に
紀
州
五
代
藩
主
の
徳
川
吉
宗
の
命
で
植
え
ら
れ
た
海
岸
防
備

の
黒
松
林
が
残
り
、
白
砂
青
松
の
景
色
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

■
三
木
里
浦
の
地
名
の
話

「
相
神
」
（
あ
い
が
め
）
の
地
名
は
、
か
つ
て
神
と
し
て
畏
れ

ら
れ
た
オ
オ
カ
ミ
に
出
会
っ
た
場
所
を
表
し
て
い
ま
す
。

八
十
川
沿
い
の
山
裾
に
は
、
日
当
た
り
が
良
く
暖
か
い
場
所
を

表
す
「
姥
が
懐
」
（
う
ば
が
ふ
と
こ
ろ
）
と
い
う
土
地
が
あ
り
、

こ
の
地
に
は
山
犬
が
化
け
た
山
姥
の
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
川
奥
地
の
「
船
地
」
は
、
過
去
の
津
波
に
よ
っ
て
船

が
そ
こ
ま
で
流
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
三
木
里
浦
】

～
西
国
巡
礼
で
に
ぎ
わ
っ
た
浦
里
～



古
江
浦
は
、
賀
田
湾
の
中
央
部
に
位
置
し
、
通
称
「
水
晶
山
」

と
呼
ば
れ
る
山
で
北
風
や
西
風
が
防
が
れ
る
温
暖
な
地
で
す
。
曽

根
浦
か
ら
分
村
し
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
が
、
日
ご
ろ
話
す
言
葉
が

違
い
、「
ギ
ッ
チ
ョ
祭
」
な
ど
の
独
特
の
文
化
を
も
っ
て
い
ま
す
。

中
世
の
こ
ろ
、
賀
田
湾
の
南
半
分
は
古
江
浦
・
賀
田
村
・
曽
根

浦
の
三
か
村
共
有
の
海
で
し
た
。
毎
年
正
月
に
は
、
飛
鳥
神
社
祭

礼
の
最
終
日
に
く
じ
を
引
い
て
漁
の
配
日
（
子
卯
午
酉
の
日
、
丑

辰
未
戌
の
日
、
寅
巳
申

亥
の
日
）
を
定
め
、
漁

を
行
い
ま
し
た
。
漁
船

や
漁
網
の
な
い
賀
田
村

の
配
日
に
は
曽
根
浦
と

と
も
に
漁
を
助
け
、
漁

獲
を
三
分
し
ま
し
た
。

例
外
的
に
、
マ
グ
ロ
や

カ
ツ
オ
、
大
ア
ジ
の
漁

は
古
江
浦
が
行
い
、
そ

の
日
が
他
村
の
配
日
に

あ
た
る
と
三
分
の
一
を

分
配
し
ま
し
た
。

集
落
の
山
側
に
は
、
三
木
里
浦
か
ら
賀
田
村
に
向
か
う
熊
野
街

道
が
通
り
ま
す
が
、
巡
礼
の
多
く
は
こ
の
間
に
船
を
利
用
し
た
た

め
、
浦
内
に
商
業
や
宿
の
発
展
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

古
江
浦
は
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
は
21
戸
で
し

た
が
、
寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
に
は
71
戸
・
４
７
７
人
に
増

加
し
20
帖
の
網
と
漁
船
36
隻
を
保
持
し
て
い
ま
し
た
。
戸
籍
が

作
ら
れ
た
明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
は
、
１
０
６
戸
・
５
６
０

人
の
う
ち
漁
業
従
事
者
は
91
戸
で
、
ま
た
商
家
も
12
戸
中
10
戸

が
魚
の
仲
買
・
小
売
の
魚
屋
と
漁
業
関
係
者
が
占
め
て
お
り
、
長

く
漁
業
を
中
心
に
栄
え
た
集
落
で
し
た
。

■
古
江
浦
の
地
名
の
話

「
古
江
」
の
由
来
は
定
か
で
な
く
、
古
代
朝
鮮
語
「
ポ
ル
（
山

腹
地
の
集
落
）
」
が
変
化
し
た
「
フ
ル
」
地
名
が
残
る
瀬
戸
内
地

方
と
の
交
流
を
考
え
る
説
も
あ
り
ま
す
。
一
般
に
「
江
」
は
入
り

江
を
指
す
た
め
、
集
落
付
近
だ
け
の
地
形
を
み
る
と
違
和
感
が
あ

り
ま
す
が
、
賀
田
湾
全
体
で
は
、
外
洋
か
ら
十
文
字
に
入
り
組
ん

だ
リ
ア
ス
海
岸
（
＝
入
り
江
）
の
一
部
で
す
。
平
地
は
少
な
い
も

の
の
南
東
向
き
の
地
で
、
縄
文
土
器
片
や
弥
生
時
代
の
石
斧
が
採

取
さ
れ
る
な
ど
、
古
く
か
ら
の
集
落
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

【
古
江
浦
】

～
南
輪
内
に
お
け
る
漁
業
の
中
心
地
～



賀
田
村
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
帳
に
「
室
郡
有

馬
庄
内
賀
田
村
」
と
あ
り
、
曽
根
荘
内
に
あ
り
な
が
ら
有
馬
荘
（
熊

野
市
）
の
飛
び
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
賀
田
村
の
庄

屋
を
務
め
た
榎
本
家
が
、
応
永
年
間
（
１
３
９
４
～
１
４
２
８
）

に
阿
田
和
か
ら
元
行
野
ま
で
を
領
し
て
「
有
馬
氏
」
を
名
乗
っ
た

一
族
の
出
身
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
紀
伊
国
主

と
し
て
浅
野
幸
長
が
和
歌
山
入
り
し
、
慶
長
検
地
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
賀
田
村
の
検
地

は
庄
屋
の
榎
本
兵
部
に

任
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
例
は
ほ
か
に

な
く
、
榎
本
家
が
権
威

あ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
元

和
５
年
（
１
６
１
９
）

に
徳
川
頼
宜
が
紀
伊
国

主
と
な
っ
て
組
制
を
し

く
と
、
賀
田
村
は
木
本

組
に
入
り
飛
び
地
で
は

な
く
な
り
ま
し
た
。

慶
長
検
地
で
賀
田
村
は
85
戸
の
集
落
で
し
た
が
、
寛
政
５
年

（
１
７
９
３
）
に
は
１
４
０
戸
・
７
４
６
人
と
な
り
ま
し
た
。
元

和
８
年
（
１
６
２
２
）、
大
俣
村
（
大
又
村
・
熊
野
市
）
か
ら
高

瀬
山
１
、
２
０
０
町
歩
を
買
い
取
る
と
、
明
治
期
に
は
林
業
が
盛

ん
に
な
り
、
村
の
各
戸
に
、
毎
年
旧
正
月
と
お
盆
に
は
１
０
０
円
、

正
月
に
は
も
ち
米
一
俵
の
配
当
が
あ
る
ほ
ど
豊
か
に
な
り
ま
し

た
。
戸
数
も
１
６
０
戸
に
増
え
、
そ
の
う
ち
木
挽
き
が
14
戸
、

山
仕
事
の
日
雇
が
88
戸
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
と
れ
高
２

７
４
石
の
田
畑
と
専
業
農
家
43
戸
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
米
屋
・

酒
屋
・
大
工
・
石
工
・
薬
屋
・
鍛
冶
・
桶
屋
・
医
術
な
ど
も
あ
っ

て
、
輪
内
地
区
の
小
都
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

■
賀
田
村
の
地
名
の
話

「
賀
田
」
は
「
加
田
」「
嘉
田
」「
嘉
多
」
と
も
書
か
れ
ま
す
が
、

天
保
10
年
（
１
８
３
９
）
に
編
さ
ん
さ
れ
た
「
紀
伊
続
風
土
記
」

に
も
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
干
潟
の
「
潟
」
の
意
味
で
、

古
川
河
口
に
で
き
る
干
潟
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
賀
田
に
は
、「
小
河
（
こ
ご
）」「
鈴
河
（
す
ず
こ
）」「
山

河
（
や
ま
ご
）」「
大
河
谷
（
お
こ
だ
に
）
」
な
ど
、「
河
」
を
「
こ
」

と
発
音
す
る
古
い
呼
び
名
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

【
賀
田
村
】

～
林
業
で
栄
え
た
輪
内
随
一
の
集
落
～



曽
根
浦
は
、
慶
長
６
年
の
検
地
で
は
57
戸
の
家
が
あ
り
、
南

輪
内
で
二
番
目
、
輪
内
地
区
で
は
三
番
目
に
大
き
な
集
落
で
し
た
。

賀
田
湾
南
岸
の
「
東
の
瀬
崎
」
と
呼
ば
れ
る
小
半
島
の
扇
状
地
に

あ
り
、
集
落
中
心
部
に
近
い
曽
根
遺
跡
か
ら
は
、
７
０
０
０
年
か

ら
２
５
０
０
年
前
に
か
け
て
の
縄
文
時
代
各
期
（
早
期
・
前
期
・

中
期
・
後
期
・
晩
期
）
の
土
器
片
や
、
石
鏃
（
矢
じ
り
）・
石
斧
・

石
刀
な
ど
の
石
器
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
土
器
の
様

式
か
ら
、
近
畿
・
東
海
・

北
陸
・
瀬
戸
内
・
関
東

地
方
な
ど
と
の
陸
路
や

海
上
交
通
を
用
い
た
交

流
の
存
在
が
う
か
が
え
、

こ
の
地
に
は
太
古
か
ら

文
化
が
栄
え
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
、
遺
跡
付
近
に

所
在
す
る
飛
鳥
神
社
は
、

か
つ
て
南
輪
内
四
か
村

（
古
江
浦
・
賀
田
村
・

曽
根
浦
・
梶
賀
浦
）
の

氏
神
で
し
た
。
戦
国
時
代
の
弘
治
年
間
（
１
５
５
５
～
１
５
５
７
）
、

曽
根
荘
の
う
ち
で
も
宮
座
で
結
び
つ
い
た
四
カ
村
は
、
近
江
国
の

六
角
氏
の
一
族
で
あ
る
佐
々
木
宇
右
衛
門
を
当
地
に
招
き
ま
し

た
。
宇
右
衛
門
は
、
曽
根
浦
に
居
館
と
山
城
（
宇
杉
城
：
別
名
「
躑

躅
（
つ
つ
じ
）
城
」
）
を
築
く
と
曽
根
弾
正
（
だ
ん
じ
ょ
う
）
と

称
し
、
曽
根
荘
八
か
村
（
宮
座
四
か
村
と
、
須
野
・
甫
母
・
二
木

島
浦
・
二
木
島
里
の
八
か
村
）
を
平
和
的
に
統
治
し
ま
し
た
。

現
在
、
曽
根
町
に
は
、
東
紀
州
地
域
で
は
珍
し
い
道
祖
神
や
石

幢
（
せ
き
と
う
：
六
地
蔵
灯
籠
）
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
佐
々
木
氏
入
郷
の
際
、
移
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
曽
根
浦
の
地
名
の
話

「
曽
根
」
は
、
古
く
は
「

」
や
「
埆
」
（
い
ず
れ
も
読
み
は

「
そ
ね
」
）
と
書
き
、
石
の
多
い
と
こ
ろ
を
意
味
し
ま
す
。「
紀
伊

続
風
土
記
」
に
は
「
岨
根
（
そ
ね
＝
岩
石
が
そ
び
え
て
険
し
い
）

の
意
」
と
書
か
れ
、
花
崗
岩
の
柱
状
節
理
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
ま

た
、
曽
根
次
郎
坂
太
郎
坂
沿
い
に
は
採
石
場
跡
が
あ
り
、
そ
こ
で

採
れ
た
石
材
は
江
戸
城
の
石
垣
に
も
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

集
落
の
中
央
部
に
は
、
曽
根
弾
正
の
屋
敷
跡
と
み
ら
れ
る
土
地

が
あ
り
、
「
殿
地
」
と
い
う
小
字
が
残
っ
て
い
ま
す
。

【
曽
根
浦
】

～
曽
根
荘
の
政
治
と
文
化
の
中
心
地
～



梶
賀
浦
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
）
の
検
地
で
は
13
戸
で
、

田
畑
が
少
な
く
米
麦
の
と
れ
高
は
22
石
５
斗
２
升
で
し
た
。
当

時
は
製
塩
も
行
わ
れ
て
お
り
、
１
斗
１
升
入
り
の
塩
俵
１
３
０
個

が
米
に
換
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
に
は
56

戸
・
２
９
０
人
に
増
え
、
漁
船
21
隻
・
漁
網
11
帖
を
所
有
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
漁
業
で
発
展
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

梶
賀
浦
で
は
、
捕
鯨
も
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
鯨
は

肉
・
皮
・
油
と
も
利
用

さ
れ
て
棄
て
る
と
こ
ろ

が
な
く
、
一
頭
捕
れ
る

と
浦
中
が
潤
い
ま
し
た
。

明
和
年
間
（
１
７
６
４

～
１
７
７
２
）
ご
ろ
に

な
る
と
捕
鯨
は
廃
れ
ま

し
た
が
、
梶
賀
浦
に
は

祭
り
と
し
て
習
俗
が
残

り
ま
し
た
。
１
月
に
行

わ
れ
る
「
ハ
ラ
ソ
祭
」

で
は
、
櫓
漕
ぎ
船
が
傾

く
ほ
ど
速
度
を
上
げ
て

進
む
漕
法
や
、
落
下
の
勢
い
を
利
用
す
る
た
め
空
に
向
か
っ
て
銛

を
放
り
上
げ
る
投
法
な
ど
、
古
式
捕
鯨
の
所
作
を
残
し
伝
え
て
い

ま
す
。
祭
り
で
は
大
般
若
経
の
読
経
も
あ
り
、
大
漁
祈
願
と
あ
わ

せ
て
浦
人
の
暮
ら
し
を
支
え
た
鯨
へ
の
感
謝
と
供
養
を
行
う
も

の
で
、
捕
鯨
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
後
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
和
２
年
（
１
７
６
５
）
の
こ
と
、
紀
州
徳
川
家
の
菩

提
寺
で
あ
る
和
歌
山
の
長
保
寺
に
、
七
代
藩
主
宗
将
候
の
墓
地
を

新
造
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
石
材
と
し
て
梶
賀
浦
の
御
影
石
に

用
命
が
か
か
り
ま
し
た
。
浦
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
以
来
、
梶
賀
浦
の
御
影
石
は
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

■
梶
賀
浦
の
地
名
の
話

梶
賀
の
「
梶
」
の
語
源
は
一
般
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
鍛

冶
」
の
意
味
で
、
も
う
一
つ
は
船
の
船
尾
に
あ
る
「
舵
」
の
意
味

で
す
。
捕
鯨
が
盛
ん
な
港
に
は
、
銛
の
損
傷
を
修
復
す
る
た
め
に

鍛
冶
屋
が
あ
り
、
和
歌
山
の
太
地
に
は
「
梶
」
姓
の
鍛
冶
屋
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
舵
の
説
だ
と
「
梶
賀
」
は
「
船
が
た
く
さ
ん

入
る
岸
部
（
＝
漁
村
）」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

製
塩
に
関
し
て
、
「
紀
伊
続
風
土
記
」
に
「
村
の
南
に
塩
竈
と

い
う
字
残
れ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

【
梶
賀
浦
】

～
古
式
捕
鯨
の
習
俗
を
今
に
伝
え
る
～



元
和
５
年
（
１
６
１
９
）
、
紀
州
藩
主
と
な
っ
た
徳
川
頼
宣
は

組
制
を
し
き
、
相
賀
荘
須
賀
利
浦
か
ら
三
木
荘
早
田
浦
ま
で
を

「
尾
鷲
組
」
に
、三
木
荘
盛
松
浦
か
ら
曽
根
荘
梶
賀
浦
ま
で
を
「
木

本
組
」
と
し
ま
し
た
（
※
一
時
、「
新
鹿
組
」
と
な
り
、
後
に
ま

た
「
木
本
組
」
に
戻
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
時
期
は
不
明
で
す
）
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
宮
座
や
地
縁
的
結
合
な
ど
の
中
世
的
な
つ
な

が
り
に
捉
わ
れ
な
い
村
落
統
治
の
仕
組
み
と
行
政
単
位
が
当
地

方
に
も
形
成
さ
れ
、
紀
伊
国
牟
婁
郡
奥
熊
野
尾
鷲
組
や
木
本
組
と

い
う
「
大
庄
屋
組
制
」
の
基
礎
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

な
お
、
行
政
区
の
変
遷
の
概
要
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

【
組

制
】

～
近
世
に
お
け
る
村
落
統
治
の
基
礎
～

有
馬
荘

曽
根
荘

相
賀
荘

梶
賀
浦

曽
根
浦

賀
田
村

古
江
浦

三
木
里
浦

名
柄
村

小
脇
村

三
木
浦

下
松
浦

早
田
浦

九
木
浦

行
野
浦

大
曽
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

梶
賀
浦

曽
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
野
浦

大
曽
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

梶
賀
浦

曽
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
野
浦

大
曽
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

梶
賀
浦

曽
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
野
浦

大
曽
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

梶
賀
浦

曽
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
曽
根
浦

向
井
村

矢
浜
村

須
賀
利
浦

引
本
村

須
賀
利
村

1
８
９
７
年
６
月

須
賀
利
村

１
９
0
９
年

月

１
９
５
４
年

６
月

日

志
摩
国

紀
伊
国

三
重
県

南牟婁郡 北牟婁郡

曽
根
荘

三
木
荘

尾
鷲
郷

第７区小３区

木本組（一時、新鹿組）

北
輪
内
村

九
鬼
村

尾
鷲
町

同
年

月

１
８
７
６
年
４
月

南
輪
内
村

北
輪
内
村

九
鬼
村

尾鷲組

第１１２区

1
6
1
9
年
ま
で

1
8
7
1
年
ま
で

同
年
７
月

尾
鷲
市

南
輪
内
村

１
８
８
９
年
３
月

和
歌
山
県

渡
会
県

尾
鷲
南
浦

第１８聯区

第１１１区

第７区小４区

天
満
浦

尾
鷲
中
井
浦

南
輪
内
村

北
輪
内
村

九
鬼
村

尾
鷲
町

尾
鷲
町

11

11

20



地
名
は
、
古
い
も
の
は
土
地
の
性
質
や
状
態
を
表
す
傾
向
に
あ

り
、
新
し
い
も
の
は
人
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
文
字
だ
け
で
な
く
音
（
読
み
方
）
に
も

注
意
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
地
名
の
由
来
を
探
る
に

は
、
次
の
三
つ
の
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
に
は
「
言
語
」
、
つ
ま
り
「
意
図
を
表
す
言
葉
」
で
す
。

地
名
は
そ
の
土
地
の
何
か
を
表
し
、
人
に
認
識
し
て
も
ら
う
た
め

に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
当
時
、
そ
の
場
所
で
使
わ
れ
た

言
葉
、
時
に
は
方
言
や
特
定
集
団
内
（
職
種
・
技
能
・
宗
教
な
ど
）

の
用
語
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

二
つ
に
は
「
地
勢
」
、
つ
ま
り
「
土
地
の
様
子
」
で
す
。
地
名

は
土
地
や
場
所
の
名
前
で
あ
り
、
土
地
の
状
態
を
表
す
に
は
、
そ

れ
に
相
応
し
い
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
山
や
川
の
配
置
や
土
地

の
高
低
、
目
印
と
な
る
特
徴
的
な
岩
石
や
樹
木
、
自
然
災
害
や
地

殻
変
動
の
痕
跡
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三
つ
に
は
「
歴
史
」、
つ
ま
り
「
そ
の
土
地
で
の
人
々
の
暮
ら
し

や
文
化
の
移
り
変
わ
り
」
で
す
。
地
名
の
名
付
け
に
は
人
の
関
わ

り
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
土
地
利
用
の
変

容
、
文
化
・
経
済
交
流
の
状
況
や
集
落
盛
衰
の
経
緯
、
政
治
形
態

や
行
政
区
画
の
変
遷
な
ど
、
幅
広
く
影
響
が
表
れ
ま
す
。

地
名
は
も
と
も
と
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
間
で
成
立
し
活
用

さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
地
名
の
由
来
を
探
る
に
は
、

実
際
の
場
所
や
現
地
の
歴
史
を
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り

ま
す
。
音
の
響
き
だ
け
で
、
ア
イ
ヌ
語
や
外
国
語
に
根
拠
を
求
め

る
の
で
は
な
く
、
現
地
の
地
形
や
気
候
、
古
文
書
や
古
地
図
な
ど

の
記
録
や
物
証
、
他
地
域
と
の
文
化
交
流
の
有
無
を
確
認
す
る
な

ど
裏
付
け
を
と
り
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
先
行
す
る
資
料
や
全
国
事

例
を
参
考
に
す
る
な
ど
、
検
証
を
重
ね
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【
地
名
探
】

～
身
近
な
地
名
の
由
来
を
探
る
に
は
～

【
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

「
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

「
南
輪
内
村
誌
」

南
輪
内
村

１
９
５
３
年

「
三
木
里
郷
土
史
」

今
昔
学
習
会
（
三
木
里
公
民
館
内
）

２
０
０
５
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

「
柳
田
國
男
全
集
20
」

柳
田
國
男

１
９
９
０
年

ち
く
ま
文
庫

「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
24

三
重
県
」

角
川
書
店

１
９
８
３
年



【
「
角
川
地
名
大
辞
典

24

三
重
県
」
記
載
地
名

】

【
須
賀
利
浦
の
地
名
】
：
山
神
の
上
・
甲
の
山
・
甲
の
上
・
甲
の

浜
・
西
の
浜
・
在
内
・
上
の
山
・
市
振
・
暁
野
・
丹
生
・
黒
嶋

・
貝
殻
・
谷
後
・
寺
の
上
・
堂
の
谷
・
森
の
下
・
新
浜
・
浦
道

の
上
・
清
助
畑
の
上
・
口
畑
・
株
谷
・
亀
蔵
畑
の
上
・
酒
醒
川

【
九
木
浦
の
地
名
】
小
名
地
・
遊
谷
地
・
里
地
・
岡
ノ
浜
・
城
ノ

越
・
桑
ノ
坂
・
寺
前
・
鯨
場
・
谷
名
・
ゴ
ン
ベ
・
宮
ノ
谷
・
太

田
・
御
堂
ノ
上
・
川
上
・
羽
根
・
堀
口
・
中
ツ
畑
・
中
ノ
畑
・

田
ノ
頭
・
山
ノ
川
・
堤
・
大
橘
・
昼
番
所
・
日
和
山
・
大
神
谷

【
早
田
浦
の
地
名
】
矢
瀬
才
助
山
・
矢
瀬
道
具
山
・
矢
瀬
バ
ス
ト

コ
ロ
・
矢
瀬
平
作
山
・
矢
瀬
弥
七
山
・
籾
尾
・
浦
越
川
原
・
小

口
伝
兵
ヱ
山
・
小
口
要
蔵
山
・
大
木
名
・
人
所
・
エ
デ
・
小
口

【
盛
松
浦
の
地
名
】
頼
母
谷
・
村
ノ
上
・
ア
ジ
ツ
リ
ハ
イ
・
荒
ビ

タ
タ
キ
・
カ
マ
ノ
谷
・
ソ
コ
ブ
奥
地
・
ヤ
リ
ト
ウ
シ
・
ハ
ヤ
シ
・

岩
地
・
前
ノ
浜
・
下
地
・
浜
ノ
山
・
真
平
・
水
バ
シ
リ
・
戸
丸

【
三
木
浦
の
地
名
】
ソ
ワ
イ
道
下
・
ソ
ワ
イ
道
上
・
谷
ノ
山
・
小

口
・
ソ
ワ
井
・
中
垣
・
新
田
・
家
ノ
上
・
白
浜
地
・
三
鬼
・
林

ノ
谷
・
ズ
ミ
ヤ
道
・
田
ノ
上
ミ
ゾ
ノ
キ
・
奥
ノ
尾
・
西
・
小
林
・

長
西
地
・
茶
岡
山
・
谷
・
太
地
田
ノ
上
・
太
地
・
太
地
ハ
セ
ギ

【
小
脇
村
の
地
名
】
水
谷
・
向
井
・
白
倉
・
里
・
白
浜
谷
・
十
品

【
名
柄
村
の
地
名
】
松
場
・
坊
主
作
・
二
ツ
石
・
桂
谷
・
シ
ノ
ブ

谷
・
十
両
山
・
水
呑
谷
・
上
ノ
山
・
猪
ノ
木
垣
・
尾
鷲
地
・
名

柄
奥
地
・
西
白
倉
・
ア
ラ
イ
ソ
・
名
柄
地
・
清
水
谷
・
羽
山
谷

【
三
木
里
浦
の
地
名
】
片
面
・
神
後
・
松
原
・
上
岡
・
猪
山
・
山

里
・
立
岡
・
木
場
・
小
向
井
・
米
ノ
谷
・
森
本
・
上
志
ら
げ
・

下
志
ら
げ
・
相
神
・
大
塚
・
ガ
ケ
ノ
前
・
姥
ヶ
懐
・
定
山
・
ハ

タ
・
猪
ノ
谷
・
八
十
谷
・
船
地
・
上
野
谷
・
杉
ノ
本
・
古
輪
山

【
古
江
浦
の
地
名
】
平
松
・
真
谷
・
立
石
・
ヲ
ブ
レ
・
ウ
ル
・
ヲ

ブ
コ
・
登
リ
道
・
北
垣
・
水
ノ
本
・
ソ
ラ
・
大
又
平
・
ミ
ゾ
コ

【
賀
田
村
の
地
名
】
深
津
呂
・
荒
石
・
尾
鷲
田
・
姥
石
・
築
地
・

大
波
根
・
波
後
・
尾
ノ
道
・
灰
竹
・
尾
ノ
上
・
岸
・
宮
城
・
中

波
根
・
住
谷
・
水
呑
・
追
手
・
波
根
山
・
下
波
根
・
東
丸
山
・

波
根
干
作
・
鉄
砲
洲
・
荘
司
谷
・
木
戸
元
・
鈴
河
車
田
・
咄
シ

【
曽
根
浦
の
地
名
】
カ
エ
ラ
治
郎
・
浦
端
・
梶
賀
道
・
六
条
・
浦

脇
下
瀬
・
上
尾
・
芝
崩
・
岩
屋
谷
・
中
垣
内
・
住
還
端
・
間
谷

口
・
小
向
・
更
田
・
殿
地
・
中
本
・
間
谷
・
傍
示
谷
・
黒
山
・

揚
ノ
谷
・
梅
ノ
木
谷
・
上
間
野
・
藤
ノ
谷
・
浜
端
・
焼
ノ
大
谷

【
梶
賀
浦
の
地
名
】
潮
崎
・
黒
戸
ノ
口
・
池
ノ
谷
・
小
村
向
き
・

エ
ダ
山
・
赤
崩
・
地
蔵
が
谷
・
須
ノ
道
・
雨
谷
・
住
徳
・
土
ク

ズ
・
長
ク
ズ
・
橋
掛
・
地
下
・
引
手
・
磯
崎
・
小
梶
賀
、
ほ
か

【
旧
七
浦
村
之
昔
語
】

尾
鷲
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

制
作
年
月
：
平
成
29
年
11
月
（
郷
土
室
企
画
展
）

〒
５
１
９
‐
３
６
１
６
三
重
県
尾
鷲
市
中
村
町
10
番
41
号

電
話
：
０
５
９
７
・
２
３
・
８
２
９
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
５
９
７
・
２
２
・
０
０
８
０


