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町
村
史
の
編
纂

(二)

第
五
講

町
村
史
の
編
纂
凶

印

牧

邦

編
修
の
方
法
町
村
史
を
編
修
す
る
に
当
っ
て

は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
先
人
た
ち
の
生
活
に
中

心
を
お
い
て
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
等
と

の
相
互
関
係
を
究
明
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

生
活
史
に
重
点
を
お
く
場
合
、
ど
う
し
て
も
社
会

経
済
史
が
主
軸
と
な
る
。
だ
が
一
方
に
偏
し
た
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
各
部
門
を
含
め

た
編
修
が
望
ま
し
い
。
大
正
末
期
に
刊
行
さ
れ
た

福
井
県
史
は
「
従
来
地
方
史
に
関
却
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
社
会
経
済
史
の
方
面
に
も
考
察
の
目
を
向

土産

け
た
注
目
す
べ
き
特
色
」
を
そ
な
え
て
お
り
、
当

時
と
し
て
は
斬
新
な
編
修
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の

県
史
編
纂
に
携
わ
っ
た
牧
野
信
之
助
民
は
岡
本
村

史
を
編
纂
す
る
に
当
っ
て
、
「
歴
史
篇
を
主
軸

に
、
考
古
・
地
理
・
民
俗
等
の
諸
篇
を
加
え
、
町

村
史
の
編
纂
上
、
一
新
機
軸
を
出
す
抱
負
」
を
も

っ
て
お
ら
れ
た
。
私
も
学
生
時
代
に
、
こ
の
一
部

を
担
当
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
町
村
史
の
編
纂

を
初
め
て
知
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
町
村
史
の
頁
数
は
ど
れ
位
に
す
る
の

が
適
当
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
就
い
て
数
例
挙
げ

る
と
、
岡
本
村
史
が
四
三
三
、
西
田
村
誌
が
五
三

六
、
東
藤
島
村
史
が
六
八
四
、
細
呂
木
村
誌
が
七

二
ハ
、
木
部
村
誌
が
八
六
一
、
金
津
町
史
が
七
三

一
、
川
西
町
史
が
八
四
八
頁
で
、
大
野
町
史
の
よ

う
に
三

O
O
乃
至
六
五

O
頁
の
も
の
も
あ
り
、
ま

た
三
国
町
史
の
よ
う
に
一
冊
で
千
頁
を
越
え
る
大

部
な
も
の
も
あ
る
。
最
近
の
町
村
史
(
誌
)
で
は

七
・
八
百
頁
の
も
の
が
多
い
け
れ
ど
、
史
料
や
予

算
等
の
関
係
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
等
に
追
随
す
る

必
要
は
な
く
、
独
自
で
冊
数
、
頁
数
を
決
め
れ
ば

よ
い
わ
け
で
あ
る
。
次
に
章
の
た
て
万
と
分
重
で

あ
る
が
、
一
・
ニ
例
を
あ
げ
る
と
、
岡
本
村
史
は

古
代
・
中
世
、
近
世
の
村
落
、
近
世
製
紙
業
の
発

達
の
三
編
か
ら
な
り
、
三
国
町
史
は
自
然
・
古
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代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
・
戦
後
の
六
編
か
ら
な

っ
て
い
る
。
各
時
代
の
分
量
は
前
者
が
古
代
に
四

%
、
中
世
に
入
・
八

Mm、
近
世
に
八
七
・
二
%
金

当
て
〉
い
る
が
近
代
篇
は
な
い
。
後
者
は
自
然
に

三
・
三
%
、
古
代
に
四
・
八
%
、
中
世
に
七
・
一

%
、
近
世
に
三
四
・
二
%
、
近
代
(
戦
後
守
合

む
)
に
四
五
・
六
%
を
割
い
て
い
る
。
一
般
に
古

代
史
よ
り
順
吾
追
っ
て
記
述
し
て
い
る
が
、
我
々

の
生
活
と
直
結
す
る
近
代
史
に
重
点
を
お
い
て
、

逆
順
に
記
述
す
る
方
法
も
あ
り
得
る
と
思
う
。

個
人
で
編
纂
す
る
場
合
、
一
貫
し
た
編
修
が
出

来
る
反
面
、
興
味
を
も
っ
て
い
る
時
代
と
か
部
門

と
、
そ
う
で
な
い
時
代
と
か
部
門
と
で
は
、
力
の

入
れ
万
に
ム
ラ
を
生
じ
、
精
粗
さ
ま
、
ざ
ま
な
も
の

が
出
来
上
る
欠
点
が
あ
る
。
ま
た
共
同
研
究
の
よ

う
な
場
合
、
相
互
の
関
係
が
密
接
で
ι

な
い
と
統
一

し
た
も
の
が
出
来
な
く
な
る
。
然
し
共
同
研
究
は

多
方
面
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、

編
纂
者
を
決
め
、
原
稿
を
統
一
し
、
書
き
下
レ
さ

え
す
れ
ば
一
貫
し
た
も
の
が
出
来
上
る
だ
ろ
う
。
ず

い
わ
ゆ
る
郷
土
誌
で
は
な
く
て
、
町
村
史
で
あ

る
以
上
、
歴
史
の
記
述
に
主
眼
を
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
た
め
に

生
活
環
境
を
無
視
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。

地
的
唯
物
論
の
よ
う
に
、
環
境
の
も
つ
役
割
吾
余

印
牧

続
郷
土
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門
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座
ー
I
第
五
講

り
過
大
評
価
も
出
来
な
い
が
、
そ
れ
を
離
れ
て

は
、
生
活
は
あ
り
得
な
い
が
げ
で
あ
る
。
そ
れ
で

従
来
の
郷
土
誌
の
よ
う
に
、
地
形
と
か
地
質
を
一

々
羅
列
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と

か
人
間
生
活
へ
の
影
響
を
具
体
的
に
記
述
す
れ

ば
、
も
っ
と
立
体
的
な
町
村
史
が
出
来
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

原
始
時
代
で
は
、
考
古
学
や
民
俗
学
等
の
成
果

を
取
入
れ
る
ベ
ザ
き
で
あ
る
が
、
遺
跡
・
遺
物
の
説

明
に
当
っ
て
は
、
考
古
学
で
明
に
し
得
る
限
度
を

越
え
な
い
よ
う
記
述
す
べ
き
で
あ
り
、
考
古
学
と

歴
史
学
と
を
結
び
つ
け
る
の
に
、
木
に
竹
を
継
ぐ

よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
内
あ
る
。

奈
良
平
安
時
代
で
は
条
皇
制
の
復
原
と
か
、
荘

園
の
開
発
等
の
問
題
を
取
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
県
に
於
け
る
条
里
制
の
復
原
は
、
ま
だ
地
域
的

に
し
か
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
条
里
制
遺
構

と
か
、
切
絵
図
等
を
調
査
し
て
復
原
作
業
を
行
な

い
、
当
時
の
皇
活
基
盤
を
究
明
す
べ
き
で
あ
る
。

当
地
は
畿
内
地
方
に
近
接
し
て
い
る
関
係
か
ら
、

東
大
寺
領
荘
園
等
の
占
定
が
活
漉
に
行
な
わ
れ

た
。
だ
が
当
時
の
文
書
・
記
録
の
あ
り
万
か
ら
い

っ
て
、
地
元
に
は
文
書
・
記
録
が
残
っ
て
い
な
い

の
で
、
正
倉
院
文
書
や
延
喜
式
等
か
一
ら
研
究
を

す
〉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
料
の
乏
し
い
当

町
村
史
の
編
纂

仁)

代
の
歴
史
を
記
述
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
郷
土

史
の
範
囲
を
越
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
当
代
の
村
落
を
歴
史
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
し

得
た
ら
と
思
う
が
、
こ
の
種
の
調
査
は
決
し
て
容

易
な
も
の
で
は
な
く
、
道
守
圧
の
発
掘
が
よ
い
教

訓
を
示
し
て
い
る
。
三
国
町
史
の
場
合
、
直
接
関

係
の
あ
る
当
代
史
料
は
、
続
日
本
紀
と
延
喜
式
だ

け
で
あ
る
が
、
新
見
地
に
立
っ
て
考
察
す
る
と
、

蝦
夷
征
討
の
基
地
と
し
て
の
役
割
、
東
大
寺
領
荘

園
の
開
発
と
三
国
湊
、
一
二
国
と
三
国
真
人
と
の
関

係
等
、
種
々
な
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
、
乙
の
町
史

に
よ
っ
て
東
大
寺
領
荘
園
と
三
国
湊
と
の
関
係
を

初
め
て
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
/

中
世
史
を
記
述
す
る
場
合
も
史
料
の
制
約
に
ゆ

き
あ
た
る
だ
ろ
う
。
大
音
家
の
よ
う
に
中
世
文
書

を
多
数
所
蔵
し
て
い
る
旧
家
は
少
い
か
ら
、
大
日

本
史
料
と
か
大
日
本
古
文
書
等
に
、
関
係
史
料
が

載
っ
て
い
な
い
か
調
べ
て
み
る
。
北
国
最
大
の
荘

園
と
云
わ
れ
る
坪
江
・
河
口
庄
関
係
の
史
料
は
内

閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
三
国
町
史
に
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
世
で
は
、
荘
園
関
係
の

地
名
と
現
在
の
地
名
を
対
照
な
ど
し
て
復
原
す
る

と
か
、
中
世
の
濯
概
用
水
の
利
用
万
式
と
現
在
の

そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
か
、
郷
村
制
の
発
達
と
一

向
一
授
等
種
々
興
味
深
い
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
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る
。
乙
〉
に
も
郷
土
史
の
範
囲
を
越
え
、
研
究
領

域
を
拡
大
す
る
必
要
が
起
っ
て
く
る
。
三
国
湊

は
、
坪
江
圧
の
河
港
と
し
て
発
達
し
た
の
で
、
町

史
で
は
坪
江
庄
の
成
立
と
構
造
、
民
衆
の
住
活
、

庄
園
制
の
解
体
、
三
国
湊
の
発
達
、
三
国
を
中
心

と
す
る
真
宗
教
団
の
展
開
等
を
取
上
げ
、
詳
細
に

記
述
し
た
。
特
に
湊
の
収
益
権
を
記
述
す
る
に
当

っ
て
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
志
積
浦
の
安
倍
文
書

が
大
い
に
役
立
っ
た
。

近
世
史
に
な
る
と
古
代
・
中
世
に
比
較
し
て
、

資
料
が
豊
富
に
な
る
。
旧
家
所
蔵
文
書
や
区
有
文

書
等
か
ら
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
都
市
や
村
落
の

自
治
・
住
民
の
構
成
・
産
業
・
交
通
の
発
達
・
社

会
問
題
等
を
取
上
げ
る
ζ

と
が
出
来
る
。
漁
村
で

あ
れ
ば
、
漁
業
制
度
・
経
営
・
漁
法
等
を
取
上
げ

る
必
要
が
あ
る
。
三
国
湊
の
場
合
、
越
前
平
野
の

外
港
で
あ
り
、
西
廻
航
路
の
重
要
港
で
あ
う
た
の

で
、
史
料
の
収
集
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
。
地
元

ば
か
り
で
な
く
、
史
料
館
所
蔵
の
越
前
史
料
と

か
、
東
北
大
学
所
蔵
の
内
国
家
文
書
等
の
収
集
・

筆
写
が
行
わ
れ
、
豊
富
な
史
料
を
駆
使
し
て
、
海

運
・
自
治
・
宗
教
・
文
化
等
、
。
海
運
の
活
気
を
呈

し
た
事
情
ゃ
、
活
気
あ
る
住
民
の
生
活
を
詳
細
に

記
述
レ
た
。

近
代
史
で
は
町
村
役
場
等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る 町

村
史
の
編
纂

同

資
料
を
調
べ
た
り
、
故
老
等
か
ら
聴
取
調
査
を
し

て
、
地
方
行
政
と
自
治
・
地
租
改
正
・
農
民
運

動
・
産
業
の
近
代
化
・
宗
教
と
教
育
・
交
通
と
通

信
・
軍
事
問
題
等
を
取
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
三

国
町
史
で
は
役
場
等
に
所
蔵
さ
れ
て
z

い
る
資
料
や

多
数
の
人
か
ら
聴
取
調
査
を
レ
て
近
代
史
を
組
立

て
た
。
そ
し
て
豊
富
な
図
表
や
挿
絵
を
使
用
し

て
、
三
国
町
の
景
観
・
交
通
・
貿
易
等
に
就
い
て

記
述
し
た
が
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
近
郊

村
落
の
発
展
を
、
人
文
地
理
の
立
場
か
ら
詳
細
に

描
い
た
の
も
一
特
色
で
あ
ろ
う
。
尚
、
む
づ
か
し

い
地
名
・
人
名
に
読
仮
名
を
つ
け
た
り
、
記
事
の

出
典
を
明
に
し
た
り
、
巻
末
に
年
表
や
索
引
を
つ

け
た
り
す
れ
ば
、
読
者
に
は
便
利
だ
と
思
う
。

ど
の
よ
う
な
町
村
史
が
出
来
て
も
、
い
ろ
い
ろ

な
点
で
不
満
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
三
国

町
史
の
よ
う
に
ぷ
厚
く
な
る
と
、
ど
こ
か
に
概
説

的
な
も
の
が
ほ
し
い
と
云
う
よ
う
な
声
が
出
て
く

る
。
編
者
と
し
て
は
決
し
て
考
慮
し
な
か
っ
た
わ

け
で
な
く
、
各
章
の
は
じ
め
に
カ
ッ
ト
入
り
の
概

観
を
掲
げ
た
の
は
新
し
い
詰
み
で
は
な
い
か
と
愚

考
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
何
ず
れ
各
方
面
の
要

望
を
取
入
れ
て
三
国
港
史
を
書
い
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

印
刷
と
校
正

町
村
史

ω大
き
さ
は

A
五
判
が

適
当
で
あ
る
。
本
文
活
字
は
大
抵
九
ポ
か
五
号
を

使
用
し
て
い
る
が
、
九
ポ
の
方
が
よ
り
経
済
的

で
、
註
も
七
ポ
乃
至
入
ポ
が
よ
い
。
九
ポ
で
組
む

場
合
、
横
一
七
行
、
竪
五
二
字
詰
が
よ
い
と
思

う
。
原
稿
用
紙
も
な
る
べ
く
書
物
の
行
数
、
字
数

に
応
じ
た
も
の
を
印
刷
し
て
使
用
す
れ
ば
編
集

上、
F

便
利
で
あ
る
。
写
真
版
や
凸
版
は
、
視
覚
的

効
果
が
あ
る
の
で
、
予
算
の
許
す
限
り
多
く
使
用

し
た
方
が
よ
い
。
三
国
町
史
で
は
口
絵
に
原
色
版

一
、
ァ

l
ト
別
刷
百
頁
(
図
版
一
五
五
)
、
本
文

図
版
ニ
三
七
、
表
一
九
O
を
使
用
し
〈
い
る
。
写

真
は
も
ち
ろ
ん
鮮
明
な
も
の
が
要
求
さ
れ
る
七
、

地
図
、
グ
ラ
フ
類
の
原
図
は
な
る
べ
く
製
図
工
に

浄
書
し
て
も
ら
っ
た
万
が
ス
ッ
キ
リ
し
た
も
の
が

出
来
る
。
町
村
史
(
誌
)
の
中
に
は
統
計
を
多
数

使
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
図
化
し
た
方
が

よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
図
中
に
入
れ
る
文
字
は
、

写
真
植
字
が
よ
い
。
写
真
版
や
凸
版
の
サ
イ
ズ
や

配
置
は
、
印
刷
所
に
任
せ
ず
に
編
修
者
が
決
め
る

べ
き
で
あ
る
。
印
刷
所
は
学
術
書
の
印
刷
に
経
験

を
も
ち
、
し
か
も
懇
切
可
摩
な
印
刷
所
を
選
ぶ
べ

き
で
あ
る
。
大
都
市
の
一
流
印
刷
会
社
は
確
か
に

ア
カ
ヌ
ケ
し
た
印
刷
を
す
る
が
、
地
方
の
印
刷
所

は
、
一
校
正
に
も
便
利
だ
し
、
印
刷
費
も
安
く
つ

く
。
最
近
地
方
の
印
刷
所
も
文
選
、
組
版
等
の
技
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術
が
向
上
し
つ
〉
あ
り
、
然
も
優
秀
な
印
刷
機
奇

備
え
つ
け
た
り
レ
て
い
る
の
で
、
e

必
ず
し
も
大
都

市
の
一
流
印
刷
会
社
に
依
存
す
る
こ
と
も
な
い
。

従
来
刊
行
さ
れ
た
町
村
史
(
誌
)
の
う
ち
南
中
山

村
誌
・
西
田
村
誌
・
岡
本
村
史
・
森
田
町
誌
等
は

県
外
の
印
刷
所
で
印
刷
し
て
い
る
が
、
大
抵
県
内

の
印
刷
所
で
印
刷
し
て
い
る
。
原
稿
は
な
る
べ
く

完
全
原
稿
に
し
て
出
す
よ
う
に
す
れ
ば
印
刷
も
ス

ム
ー
ス
に
ゆ
く
。
原
稿
と
ゲ
ラ
刷
と
で
は
見
た
感

じ
が
違
う
の
で
、
ゲ
ラ
刷
を
み
て
文
章
を
訂
正
し

た
り
、
途
中
で
新
史
料
が
出
た
り
す
る
と
、
そ
れ

を
附
け
加
え
た
り
す
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
組
替

え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
度
を
越
せ
ば
当

然
組
替
料
を
請
求
さ
れ
る
し
、
納
期
も
遅
く
な

る
。
だ
か
ら
な
る
べ
く
完
全
原
稿
に
し
て
、
途
中

で
変
更
し
な
い
よ
う
、
事
前
に
努
力
す
べ
、
き
で
あ

る
。
校
正
は
正
確
が
肝
要
で
あ
る
が
、
先
ず
印
刷

所
に
内
校
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
か
ら
三
校
位
だ
校

了
に
す
れ
ば
、
印
刷
も
ス
ム
ー
ス
に
運
び
契
約
通

り
納
品
し
て
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
執
筆
者

が
何
人
も
い
る
場
合
、
な
か
な
か
ス
ム
ー
ス
に
運

ば
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
編
纂
者
は
各
執
筆
者
と

の
連
絡
を
密
に
し
、
協
力
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ

る
。
部
数
は
五
百
・
七
百
・
千
と
一
定
し
て
い
な

い
が
、
予
約
と
か
寄
贈
等
を
見
込
ん
で
部
数
を
決

め
る
。
予
約
募
集
に
は
内
容
見
本
冶
印
刷
し
て
配

布
す
る
と
便
利
で
あ
る
。
尚
印
刷
製
本
代
の
時
価

を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

1

A
五
判
一
頁
一
七
行
五
二
字
詰
平
組

入

O
O
円

2

写
真
版
一
坪
(
一
寸
平
万
)
六

O
円

3

凸

版

一

坪

五

O
円

4

製

本

代

人

百

頁

一

冊

分

二

五

O
円

5

そ
の
ほ
か
に
紙
代
及
び
刷
り
代

p

む
す
び
要
は
従
来
の
郷
土
史
の
研
究
視
野
が

せ
ま
く
、
従
っ
て
そ
の
結
果
が
限
ら
れ
た
郷
土
に

と
じ
こ
も
る
弊
は
否
み
難
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ

で
今
後
町
村
史
の
編
修
に
携
わ
る
万
は
、
一
定
の

問
題
意
識
を
も
っ
と
共
に
、
研
究
視
野
を
広
く
し

て
、
郷
土
史
(
誌
)
の
カ
ラ
を
破
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。

(
筆
者
は
県
立
藤
島
高
校
教
諭
)
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