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地
域
史
に
つ
い
て

雄

最
近
、
増
田
四
郎
氏
の
随
筆
「
東
と
西
L

を
読

ん
で
種
々
と
示
唆
を
受
け
た
。
私
は
以
前
よ
り
増

田
氏
の
著
書
や
論
文
を
読
み
、
西
欧
中
世
の
社
会

経
済
史
広
興
味
を
覚
え
て
い
る
。
特
に
ド
イ
ツ
中

世
集
落
の
研
究
法
は
、
私

e

の
集
落
史
研
究
に
と
っ

て
押
益
さ
れ
る
こ
と
が
多
穴
で
あ
る
。

さ
て
私
は
い
わ
ゆ
る
郷
土
史
と
云
う
概
念
に
対

し
て
従
来
か
ら
反
援
を
感
じ
て
き
た
。
そ
乙
に
は

何
か
し
ら
偏
狭
で
独
善
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
名
称
も
伺
か
変
で
、
自

分
の
ふ
る
さ
と
と
か
田
舎
の
歴
史
を
研
究
す
る
も

の
〉
よ
う
に
と
ら
れ
る
。
郷
土
史
の
一
研
究
は
何
も

自
分
の
ふ
る
さ
と
の
研
究
に
限
る
と
と
も
な
い

し
、
更
に
田
舎
の
歴
史
を
研
究
す
る
と
云
う
こ
と

に
な
る
と
、
何
か
官
僚
的
歴
史
家
の
造
語
の
よ
う

な
臭
が
し
て
く
る
。
戦
後
は
地
方
史
と
一
五
う
名
称

が
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
適
切

な
名
称
と
は
云
え
ず
、
む
し
ろ
増
田
氏
が
云
わ
れ

る
よ
う
に
、
地
域
史
と
い
っ
た
方
が
妥
当
で
は
な

印

牧

安日
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い
か
と
思
う
。

増
田
氏
の
も
の
を
読
む
と
、
戦
後
に
お
け
る
西

欧
の
歴
史
学
者
の
聞
で
は
地
域
史
の
問
題
が
真
剣

に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
戦
前
で
は
い
わ
ゆ

る
中
央
史
的
立
場
か
ら
地
域
史
を
見
て
き
た
の
で

あ
忍
が
、
戦
後
は
地
域
史
を
綿
密
に
研
究
す
る
乙

と
に
よ
っ
て
自
国
の
歴
史
を
再
検
討
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
域
史
研
究
は
最
近

の
史
学
界
の
主
流
だ
と
い
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
学

界
は
地
域
史
の
総
合
的
研
究
在
め
ぎ
し
、
そ
の
な

か
か
ら
史
実
に
最
も
合
致
し
た
法
則
を
見
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
も
自
分
の
ふ
る
さ
と
と
云
っ

た
特
殊
な
地
域
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
地
域
を

し
ら
み
つ
ぶ
し
に
調
査
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
各
地

の
大
学
が
中
心
と
な
っ
て
、
わ
が
国
で
い
え
ば
県

か
郡
ぐ
ら
い
の
地
域
を
総
合
的
に
研
究
し
て
い

る
。
そ
の
規
模
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
、
ま
た

わ
が
国
と
は
具
体
性
の
度
合
が
ま
る
で
違
っ
て
い

る
と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
各
州
別
の
徹
底
的
な

地
域
史
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
か
の

V
-
E
-

C
は
各
州
の
自
然
や
歴
史
等
の
一
切
を
一
目
の
も

と
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
既
に
一

O
O
巻
を
越

え
い
ま
な
お
着
実
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

わ
が
国
の
歴
史
学
は
西
欧
史
学
の
方
法
概
念
を

輸
入
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
史
研
究

EIJ 
牧

地
域
史
に
つ
い
て

の
成
果
に
立
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
戦

後
地
域
史
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ

は
、
戦
前
の
歴
史
学
に
対
す
る
率
直
な
反
省
な
り

批
判
が
行
な
わ
れ
、
わ
が
国
の
歴
史
を
再
検
討
し

よ
う
と
云
う
乙
と
か
ら
で
あ
る
。
本
県
も
既
に
福

井
県
史
や
敦
賀
郡
誌
等
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
半
世

紀
に
近
い
年
周
が
経
っ
て
お
り
、
そ
の
問
、
歴
史

学
は
著
し
く
進
歩
し
、
新
史
料
の
発
見
も
ま
た
少

な
く
な
い
。
最
近
各
県
で
県
史
の
編
纂
が
行
な
わ

れ
、
史
料
の
収
集
も
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

本
県
も
こ
の
辺
で
県
全
体
の
総
合
的
地
域
調
査
を

行
な
い
、

V
-
E
-
C
に
劣
ら
な
い
県
史
或
は
郡

史
を
新
た
に
刊
行
し
て
は
ど
う
か
と
思
う
。
優
秀

な
識
見
と
豊
富
な
経
験
を
も
っ
た
歴
史
家
を
主
任

に
迎
え
、
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
を
誇
り
と
す

る
、
優
秀
で
、
活
動
的
な
若
干
の
専
門
家
を
委
嘱

し
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
優
れ
た
県
史
或
は
郡
史
が

編
纂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ポ
ー
ツ
振
興
も
大
切

に
違
い
な
い
が
、
こ
の
方
面
の
文
化
事
業
も
閑
却

し
な
い
で
ほ
し
い
。

県
立
図
書
館
は
既
に
通
巻
五

O
号
に
及
ぶ
「
若

越
郷
土
研
究
」
と
刊
行
未
刊
行
を
含
め
た
一

O
集

の
「
若
越
郷
土
叢
書
」
を
次
々
刊
行
し
て
き
て
い

る
。
特
に
後
者
は
学
界
で
も
貴
重
な
史
料
集
と
し

て
、
夙
に
そ
の
名
も
高
い
乙
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
最
近
で
は
館
内
に
郷
土
室
を
開
設
し
た

り
パ
ま
た
毎
夏
史
料
取
扱
講
習
会
を
開
催
す
る
と

一
五
う
熱
の
入
れ
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
局
者
の
異

常
な
熱
意
と
努
力
に
よ
る
も
の
で
深
い
感
謝
と
敬

意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
ど
う
か
図
書
館
本
来
の

目
的
を
達
成
さ
れ
る
と
共
に
、
今
後
更
に
優
秀
な

刊
行
物
の
発
行
を
続
け
ら
れ
、
本
県
の
地
域
史
研

究
を
増
々
発
展
さ
せ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
当
局
者
に
希
望
し
た
い
こ
と
は
福
井
県

の
綿
密
な
総
合
地
域
調
査
に
よ
る
福
井
県
史
の
編

纂
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
研
究
し
て
ほ
し
い
と
云

う
乙
と
で
あ
る
。
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