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杉

丈

夫

原

戦
後
多
数
の
町
村
誌
が
刊
行
さ
れ
た
。
読
み
く

ら
べ
る
と
、
編
集
方
針
に
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ

り
、
編
さ
ん
者
の
個
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
あ
る
も

@
は
歴
史
編
・
地
理
編
・
社
会
編
と
い
う
よ
う
に

整
然
と
章
節
を
区
分
し
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
部

落
ご
と
の
郷
土
誌
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
も
の
は
一
般
史
か
ら
説
き
お
こ
し
、
あ
る
も

の
は
各
分
担
執
筆
者
が
自
分
の
好
き
な
と
と
を
書

い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
長
所
短
所
が
あ
り
、
簡
単

に
ど
れ
が
よ
い
な
ど
と
い
い
難
い
。

し
か

L
総
じ
て
い
え
る
乙
と
は
、
歴
史
的
回
顧

が
多
く
、
現
在
性
が
弱
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

市
町
村
民
の
大
多
数
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は

現
在
の
わ
が
町
わ
が
村
で
あ
る
。
し
か
る
に
編
集

者
の
多
く
は
郷
土
史
家
で
あ
っ
て
、
村
の
現
状
分

析
よ
り
も
過
去
の
詮
索
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

先
日
調
査
団
の
一
員
に
加
わ
っ
て
和
泉
村
の
水

没
地
へ
出
か
け
た
。
自
動
車
の
車
窓
か
ら
見
る
伊

勢
川
峡
谷
の
風
景
は
美
し
か
う
た
。

ζ

の
風
光
も

や
が
て
水
没
す
る
。
村
の
人
の
記
念
の
た
め
に
、

乙
の
風
景
を
カ
ラ

l
写
真
で
、
で
き
れ
ば
映
画
に

レ
て
、
記
録
す
べ
き
だ
な
と
思
っ
た
。
そ
し
て
も

う
遅
い
が
、
一
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
準
備
し
て
、
秋

の
紅
葉
べ
冬
の
雪
景
色
な
ど
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に

写
し
て
お
き
た
い
。

風
景
だ
け
で
は
な
く
、
村
の
集
落
の
た
た
ず
ま

い
、
盆
や
正
月
の
行
事
、
嫁
入
り
や
葬
式
、
服
装

と
食
事
、
春
と
秋
と
の
季
節
作
業
、
そ
の
他
村
の

現
在
の
生
活
を
写
真
に
記
録
し
て
村
誌
を
編
さ
ん

し
て
お
く
と
よ
い
。
そ
の
夜
わ
た
し
は
一
行
と
離

れ
て
、
村
の
あ
る
家
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
。
わ
ず

か
一
泊
で
あ
る
が
、
そ
乙
で
の
午
後
か
ら
夕
方
)

夜
、
そ
し
て
朝
の
生
活
と
仕
事
の
一
端
を
わ
た
し

自
身
の
網
膜
に
し
っ
た
り
写
し
て
お
い
た
。
村
当

局
が
し
な
い
な
ら
ば
、
せ
め
て
わ
た
し
だ
け
の
記

憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
翌
日
宿
舎
へ
帰
っ
た
お
り
、
和
泉
村

で
は
四
百
万
円
の
予
算
で
村
誌
を
編
さ
ん
す
る
と

い
う
話
を
聞
い
て
驚
い
た
。
水
没
予
定
地
の
村
落

は
大
半
も
う
立
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
か
ら

で
は
立
退
以
前
の
状
態
を
調
査
し
た
り
撮
影
し
た

り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
昭
和
田

O
年

の
乙
と
が
も
う
直
接
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い

る
3

た
と
え
ば
昭
和
四

O
年
某
月
某
日
某
区
の
あ

る
家
で
は
何
を
夕
食
に
た
ぺ
て
い
た
か
。
住
民
の

生
活
の
基
礎
で
あ
る
衣
食
住
さ
え
現
状
を
目
で
見

る
乙
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
過
去
の
文
書
や
遺
物
に
去
っ
て
り
っ

ぱ
な
村
誌
が
編
さ
ク
印
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ー
し
か
じ

村
の
生
き
た
現
状
に
つ
わ
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
書

か
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
。
い
っ
た
い
町
村

誌
と
は
何
か
。
何
を
記
録
し
、
何
を
調
査
じ
て
後

世
の
村
民
に
伝
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
村
が
消

滅
し
よ
う
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
漫
然
た
る

伝
統
的
村
誌
で
は
意
味
が
な
い
の
で
な
か
ろ
う

ー刃

既
刊
の
町
村
誌
の
多
く
は
、
緑
の
野
原
の
中
で

わ
ぎ
わ
ざ
枯
草
を
さ
が
し
て
食
っ
て
い
る
馬
で
あ

る
。
自
の
前
に
生
き
生
き
と
し
た
現
実
が
あ
る
の

に
、
そ
れ
に
は
と
と
き
る
に
自
を
そ
む
け
て
、
い

た
ず
ら
に
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
過
去
ば
か
り

調
べ
よ
う
と
す
る
。
個
人
の
研
究
な
ら
ば
ど
ん
な

内
容
で
も
よ
い
。
し
か
し
公
費
で
刊
行
す
る
と
い

う
と
と
に
な
れ
ば
、
い
っ
た
い
伺
を
調
べ
て
書
く

の
か
、
そ
の
目
的
と
性
格
を
明
ら
か
に
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

や
は
り
和
泉
村
の
乙
と
で
あ
る
が
、
あ
る
老
人

と
話
し
て
い
る
之
、
彼
は
話
の
-
あ
い
だ
あ
い
だ
一
に
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念
仏
を
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
乙
の
老
人
の
宗
教

心
を
知
り
た
い
と
い
う
強
い
衝
動
に
か
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
分
担
を
命
ぜ
ら
れ
た
わ
た
し
の
調

査
事
項
に
な
い
の
で
自
制
し
た
。
昨
年
乙
の
村
の

野
尻
道
場
が
問
題
に
な
り
、
何
人
か
の
学
者
が
調

午
に
来
た
。
村
誌
が
で
き
れ
ば
お
そ
ら
く
乙
の
村

の
真
宗
史
の
資
料
と
し
て
記
録
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
目
の
前
に
生
活
し
て
お
り
、
乙
の
秋

に
は
和
泉
村
を
去
る
乙
の
老
人
の
信
仰
内
容
、
彼

の
宗
教
遍
歴
、
そ
し
て
乙
の
村
の
人
一
般
の
宗
教

的
精
神
状
況
と
い
う
も
の
は
調
べ
ら
れ
る
ζ

と
な

く
、
水
没
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
郷
土
研
究
の

眠
は
、
道
場
の
建
物
と
か
聖
人
の
絵
像
占
か
過
去

の
遺
物
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
て
、
現
在
の
人
閣

の
生
活
と
精
神
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
仮
に
町
村
の
当
局
者
が
町
村
誌
の
在

り
方
に
理
解
を
も
ち
、
頁
の
大
半
を
現
状
の
調
査

に
あ
て
る
こ
，
と
に
し
た
場
合
、
ど
う
い
う
ζ

と
を

書
い
た
ら
よ
い
か
。
役
場
の
統
計
を
た
だ
羅
列
し

た
だ
け
で
は
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
村
内
の
あ
ち

こ
ち
を
写
真
に
写
す
の
み
で
は
だ
め
で
あ
ろ
う
。

編
さ
ん
者
に
現
代
的
な
感
覚
、
社
会
科
学
的
な
セ

ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。
従
来
町
村
誌
の
編
集
者
は

郷
土
史
家
で
あ
っ
た
が
、
今
や
史
家
で
は
役
に
立

杉
原

町
材
誌
の
在
り
方

た
な
い
。
年
少
気
鋭
の
社
会
科
学
者
を
編
集
主
任

の
地
位
に
す
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
和
泉
村
の
例
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
先
日
の

調
査
に
、
福
井
新
聞
社
か
ら
記
者
と
カ
メ
ラ
マ
ン

が
派
遣
さ
れ
、
数
日
後
に
記
事
と
写
真
が
大
々
的

に
新
聞
に
の
っ
た
。
だ
が
ま
ζ

と
に
失
礼
な
批
評

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
写
真
に
は
社
会

科
学
的
感
覚
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
閉
の
ド
ラ
マ
と
い
う
も
の
が
写
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
乙
れ
は
必
し
も
新
聞
社
の
み
の
責
任

で
な
く
、
調
査
団
自
体
が
そ
う
い
う
現
代
的
感
覚

の
あ
る
調
査
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
新
聞
記
事
と
し
て
何
か
社
会
的
な
も
の
、

人
間
的
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
。
記
者
や
カ
メ
ラ

マ
ン
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
。
一
般
の
郷
土
史
家
の

感
覚
の
ズ
レ
は
救
い
難
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
ん
な
偉
そ
う
な
こ
と
を
い
う
な
ら
、
お
前
が

ど
ζ

か
の
町
村
誌
を
書
い
て
み
よ
と
い
わ
れ
る
と

ま
こ
と
に
困
る
。
わ
た
し
自
身
社
会
科
学
者
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
新
し
い
タ
イ
プ
の
町
村
誌
を
実

際
に
作
る
の
な
ら
ば
、
何
人
か
の
研
究
者
が
集
団

で
試
行
錯
誤
的
に
や
っ
て
み
る
よ
り
ほ
か
に
方
法

が
な
い
勾

町
村
誌
と
は
異
な
る
が
、
先
年
「
若
狭
路
」
と

い
う
郷
土
誌
が
出
版
さ
れ
た
O
z
-
-

全
文
写
真
ば
か
り

で
あ
る
。
内
容
は
民
俗
行
事
や
名
勝
、
文
化
財
が

多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
回
顧
的
内
容
だ
が
、

産
業
や
村
民
生
活
を
取
り
い
れ
、
現
在
の
時
点
に

お
け
る
何
も
の
か
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
乙

れ
を
も
っ
と
社
会
的
、
パ
人
間
的
に
し
て
パ
ち
ょ
う

ど
N
H
K
の
海
外
取
材
班
の
映
画
の
ま
う
に
し
て

い
け
ば
、
新
し
い
町
村
誌
の
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
。

近
ご
ろ
の
町
村
誌
に
は
戦
没
者
の
写
真
を
全
員

の
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
大
戦
の
惨
禍

の
一
つ
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
取
扱
い

は
、
い
わ
ゆ
る
郷
土
の
名
誉
、
英
勲
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
戦
争
未
亡
人
や
老
父
母
の

二
十
年
の
労
苦
と
嘆
き
と
い
う
も
の
は
町
村
誌
の

表
面
に
は
出
て
乙
な
い
。
社
会
的
セ
ン
ヌ
と
い
う

の
は
、
こ
う
い
う
も
の
を
指
す
の
か
も
知
れ
な

、-n
v考

え
て
見
れ
ば
、
町
村
誌
も
一
つ
の
芸
術
作
曲

か
も
知
れ
な
い
。
へ
た
な
小
説
は
数
万
行
費
し
て

も
、
生
き
た
λ
聞
を
措
い
て
い
な
い
。
数
百
頁
の

大
著
で
あ
り
な
が
ら
、
村
の
現
実
の
生
活
を
伺
も

描
い
て
い
な
い
町
村
誌
だ
っ

τあ
り
う
る
の
で
な

か
ろ
う
か
。
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