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郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら

 

  
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」。
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
九

月
に
第
一
号
が
発
刊
さ
れ
、
残
念
な
が
ら
平
成
二
七
（
二O

十
五
）
年
四
月
第
一
三O

号
を
以
て
休

刊
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

内
容
は
三
次
市
内
は
も
と
よ
り
、
庄
原
市
、
府
中
市
、
安
芸
高
田
市
、
神
石
郡
と
近
隣
の
『
そ
の
時

気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
』
や
『
地
元
で
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
人
・
団
体
』
を
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
り
、
懐

か
し
い
記
事
や
写
真
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
読
む
人
を
飽
き
さ
せ
な
い
構
成
で
し
た
。 

 
 
 

今
回
よ
り
㈱
菁
文
社
さ
ん
よ
り
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受
け
ま

し
た
。

を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

   

【
ふ
る
さ
と
探
訪 

甲
奴
町
】 

昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
第
七
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 

                   

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 

第 17号 

2020年 9月 

甲
奴
郷
土
史
研
究
会
発
行 
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【町名アラカルト】昭和 55年第 22号 

㈱菁文社『げいびグラフ』より 

 

モ
ノ
ク
ロ
の
写
真
。
今
か
ら
四
五
年
前
の
甲

奴
町
で
す
。 

 

現
在
の
カ
ー
タ
ー
通
り
を
、
さ
っ
そ
う
と
自

転
車
で
走
る
女
性
。
買
い
物
帰
り
で
し
ょ
う

か
。
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
商
店
街
と
あ
り
ま
す

が
、
当
時
の
賑
わ
い
や
、
今
は
無
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
昔
な
じ
み
の
商
店
も
写
真
に
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

次
は
須
佐
神
社
で
す
ね
。
的
弓
祭
の
様
子
や

夏
の
祇
園
祭
の
様
子
の
よ
う
で
す
。
町
内
外
か

ら
た
く
さ
ん
の
人
々
が
参
ら
れ
て
、
甲
奴
の
二

大
神
事
は
本
当
に
賑
や
か
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。 

 

県
天
然
記
念
物
の
フ
ジ
、
武
塔
神
社
の
ケ
ヤ

キ
で
し
ょ
う
か
。
半
世
紀
た
っ
た
今
で
も
、
御

神
木
と
し
て
の
役
割
を
、
き
ち
ん
と
果
た
し
て

い
ま
す
。 

 

『
半
世
紀
前
の
甲
奴
』
を
今
懐
か
し
く
、
ま

た
初
め
て
見
る
私
た
ち
。
こ
れ
も
《
記
録
》
と

し
て
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
ね
。 
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【
空
の
旅 

甲
奴
町
】 

昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
第
十
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 

 



4 

 

 
 
 

前
頁
の
【
空
の
旅 

甲
奴
町
】
の
解
説
文
が
小
さ
い
の
で
、
大
き
く
し
て
み
ま
す
。
そ
の
当
時
の
甲

奴
の
町
の
様
子
を
、
ど
の
よ
う
に
紹
介
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

                     

原
始
時
代
の
出
土
品 

  
 
 
 

カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
展
示
し
て
あ
る
土
器
な
ど
の
出
土
品
は
、
全
部

甲
奴
町
内
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
七
月
に
行
わ
れ
た
、
甲
奴
中
学
校
一
年
生
を
対
象
と
し
た

『
甲
奴
町
史
跡
め
ぐ
り
』
で
も
紹
介
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

そ
の
展
示
し
て
あ
る
出
土
品
の
中
で
一
番
目
に
付
く
の
は
、
脚
の
付
い
た
長
頸
壷
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
小
童
の
垰
地
区
に
あ
っ
た
『
垰
川
西
遺
跡
』
か
ら
出
土
し
た
、
弥
生
時
代

中
期
後
半
の
土
器
で
す
。 

 
 
 
 

『
垰
川
西
遺
跡
』
は
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
三
月
に
、
小
童
・
垰
地
区
を
南
か
ら
北
に
流

れ
、
小
童
川
に
合
流
す
る
垰
川
の
西
側
の
畑
を
田
ん
ぼ
に
す
る
た
め
の
県
営
圃
場
整
備
事
業
に
伴

う
試
し
掘
り
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 

平
成
二
（
一
九
九

O

）
年
六
月
か
ら
一
カ
月
、
広
島
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
是
光
課

長
（
当
時
）
の
指
導
に
よ
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
南
北
に
走
る
幅
三O

～
四O

㎝
、
深
さ
十
～

一
五
㎝
、
長
さ
三
．
二
五
ｍ
の
溝
状
の
遺
構
や
、
柱
穴
と
思
わ
れ
る
も
の
が
大
小
あ
わ
せ
て
一
五

あ
り
、
そ
の
大
き
さ
は
穴
の
上
面
で
二O

～
五O

㎝
、
深
さ
一
五
～
三O

㎝
の
も
の
が
多
く
発
掘

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
柱
穴
は
、
耕
土
の
流
失
を
止
め
る
た
め
の
柵
に
使
用
し
た
杭
の
柱
穴
で
は
な

 

 

現
在
の
場
所
に
甲
奴

小
学
校
が
建
設
さ
れ
て

い
た
頃
の
写
真
。
き
れ
い

に
整
地
さ
れ
た
田
ん
ぼ

と
、
真
っ
す
ぐ
伸
び
る
県

道
が
、
と
て
も
特
徴
的
。

ち
ょ
う
ど
四
十
年
前
の
、

本
郷
・
西
野
地
区
の
様
子

で
す
。 
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い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
 
 
 

建
物
の
存
在
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き 

 
 
 

ず
、
遺
跡
の
性
格
が
な
か
な
か
明
瞭
に
な
ら
な 

 
 
 

い
状
況
で
、
発
掘
作
業
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た 

 
 
 

時
、
調
査
地
区
の
隅
の
部
分
か
ら
、
土
器
片
が 

 
 
 

か
な
り
の
量
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

出
土
し
た
土
器
片
を
、
広
島
の
埋
蔵
文
化
財
調 

 
 
 

査
セ
ン
タ
ー
へ
送
り
、
接
合
復
元
し
て
も
ら
っ 

 
 
 

た
と
こ
ろ
、
約
二
千
年
前
の
弥
生
時
代
中
期
後 

 
 
 

半
の
壺
形
土
器
、
甕
形
土
器
、
高
坏
形
土
器
な 

 
 
 

ど
が
立
派
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 

こ
れ
ら
の
土
器
の
特
徴
と
し
て
、 

 
 
 
 
 

＊
凹
線
文
の
多
様
化 

 
 
 
 
 

＊
甕
内
面
の
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
の
始
ま
り 

 
 
 
 
 

＊
算
盤
玉
状
の
体
部
を
も
つ
無
頸
壺 

 
 
 
 
 

＊
椀
状
の
坏
部
を
も
つ
高
坏
の
存
在
と 

            

円
形
浮
文 

 
 
 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
特
徴
か
ら
広
島
県
の
東
部
を
流
れ
る
芦
田
川
水
系
で
よ
く
見
ら
れ
る
『
芦

田
川
系
』
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

          
 
 
 

長
頸
壷
の
口
頸
部
は
、
も
と
も
と
筒
状
を
し
て
お
り
、
上
方
へ
伸
び
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
人
為
的
な
打
欠
き
が
見
ら
れ
欠
損
し
て
い
ま
す
。
穿
孔
部
を
下
に
向
け
て
、
中
に
乳
幼

児
な
ど
を
入
れ
た
棺
（
土
器
棺
）
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
一
緒
に
出
土

し
た
高
坏
が
、
こ
の
棺
の
蓋
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

  
 
 
 

一
般
的
な
弥
生
土
器
の
特
徴
と
し
て
は
、
縄
文
土
器
の
流 

 
 
 

れ
を
く
む
素
焼
き
の
も
の
で
、
縄
文
土
器
よ
り
き
め
が
細
か 

 
 
 

く
、
薄
く
て
堅
い
こ
と
や
、
地
域
に
よ
っ
て
形
の
違
い
が
あ 

 
 
 

り
ま
す
。
ま
た
、
用
途
に
応
じ
て
、
煮
炊
き
に
使
う
甕
、
貯 

 
 
 

蔵
用
の
壷
、
も
の
を
盛
付
け
る
・
供
え
る
高
坏
（
坏
）
に
分 

 
 
 

け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
米
作
り
を
中
心
と
し
た
生
活 

 
 
 

へ
の
変
化
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

👆 現在の垰川西遺跡のあった垰地区 

 

凹線文➡ 

 

椀状の高坏 

 

円形浮文 

 

脚付き長頸壷 



6 

 

 
 
 
 

こ
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
櫛
描
文
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
櫛
描
文
と
は
、
櫛
の
歯
で
付

け
た
よ
う
な
、
平
行
す
る
直
線
ま
た
は
曲
線
か
ら
な
る
文
様
の
こ
と
で
、
土
器
の
模
様
と
し
て
施

さ
れ
ま
す
。
櫛
目
文
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

            
 
 
 

広
島
県
内
の
弥
生
土
器
は
、
大
き
く
３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
備
北
・
芸
北
は
、
出
雲
地
方

（
特
に
石
見
）
に
、
備
後
南
部
（
備
南
）
は
吉
備
地
方
（
特
に
備
中
）、
芸
南
は
そ
の
西
の
地
方
の

土
器
圏
に
属
し
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

影
響
の
あ
っ
た
備
後
南
部
は
、
弥
生
時
代
中
期
後
半
ご
ろ
か
ら
後
期
に
か
け
て
【
神
谷
川
式
】

と
い
う
土
器
文
化
が
生
ま
れ
、
吉
備
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
吉
備
地
域
に
似
た
高
坏
形
土

器
、
肩
の
張
っ
た
鉢
形
土
器
や
壷
形
土
器
、
高
坏
形
土
器
の
坏
部
の
形
を
し
た
大
小
の
鉢
形
土
器
、

中
・
短
頸
の
壷
形
土
器
な
ど
が
あ
り
、
前
半
に
は
備
中
南
部
な
ど
の
要
素
を
色
濃
く
示
し
て
い
ま

す
。 

 
 
 
 

後
期
後
半
に
は
、
高
坏
形
土
器
の
製
作
技
術
、
頸
部
の
刻
目
文
や
口
縁
部
を
疑
似
凹
線
文
で
飾

る
壷
形
土
器
、
胴
が
伸
び
気
味
の
甕
形
土
器
な
ど
、
吉
備
の
要
素
は
失
わ
れ
て
、
独
自
色
を
強
め

て
い
ま
す
。 

  
 
 
 

こ
れ
ら
の
土
器
の
ほ
か
、
縦
三
二
㎝
、
横
一
八
㎝
の
長
方
形
の
砂
岩
で
出
来
た
砥
石
と
、
磨
製

石
斧
と
呼
ば
れ
る
、
十
㎝
か
ら
二
十
㎝
大
の
平
ら
な
石
の
ま
わ
り
を
小
さ
く
打
ち
割
り
、
叩
い
て

形
を
整
え
て
か
ら
、
砥
石
で
磨
い
て
作
っ
た
斧
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
ず
つ
出
土
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

こ
れ
ら
の
遺
物
の
出
土
状
況
か
ら
推
定
す
る
と
、『
垰
川
西
遺
跡
』
の
上
部
の
山
の
斜
面
に
住
居

群
が
あ
り
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
洪
水
な
ど
に
よ
り
流
さ
れ
て
堆
積
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

佐
賀
県
の
吉
野
ケ
里
遺
跡
な
ど
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
遺
跡
が
、
甲
奴
町
に
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

   
 

 
 

【
参
考
資
料
・
写
真 

出
典
】 

 
 
 
 
 

・
広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
『
西
と
東
の
弥
生
土
器 

卑
弥
呼
の
時
代
の
安
芸
・
備
後
』 

 
 
 
 
 

・
安
城
市
『
土
器
の
文
様
の
は
な
し
』 

・
宮
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

・
愛
媛
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 

・
甲
奴
町
教
育
委
員
会
『
続
ふ
る
さ
と
こ
ぼ
れ
話
』『
垰
川
西
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』 

 
 
 
 
 

・
庄
原
市
帝
釈
峡
博
物
館
展
示
施
設 

時
遊
館 

 櫛描文 

 

展示してある長頸壷の櫛描文 
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郷
土
の
年
中
行
事
と
方
言 

～
九
月
～ 

  
 
 
 

皆
さ
ん
は
こ
の
冊
子
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
に
、
甲

奴
町
教
育
委
員
会
と
甲
奴
町
誌
編
纂
委
員
会
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
郷
土
の
年
中
行
事
と
方
言
』
と

い
う
冊
子
で
す
。 

 
 
 
 

写
真
を
見
て
、「
そ
う
そ
う
あ
っ
た
、
あ
っ
た
」
と 

 
 
 

覚
え
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

内
容
は
、 

 
 
 
 

＊
月
別
の
行
事
と
そ
の
考
察 

 
 
 
 

＊
人
の
一
生
に
関
わ
る
行
事 

 
 
 
 

＊
方
言
に
つ
い
て 

 
 
 

と
大
き
く
３
つ
に
分
け
て
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
。
今
回 

 
 
 

は
、
こ
の
中
か
ら
『
九
月
の
行
事
』
に
つ
い
て
ご
紹
介 

 
 
 

し
ま
す
。 

   
 
 
 

九
月
は
、
●
初
旬
「
二
百
十
日
」
に
つ
い
て 

●
二
十
日
頃
「
秋
の
彼
岸
」
に
」
つ
い
て 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
旧
十
五
日
「
仲
秋
」
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

こ
の
中
で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
は
、
●
二
十
日
頃
「
秋
の
彼
岸
」
に
つ
い
て
で
す
。 

 
 炎

暑
が
去
り
、
秋
の
草
花
が
咲
き
始
め
て
さ
わ
や
か
な
季
節
を
迎
え
る
頃
、
春
の
彼
岸
と
同
じ
よ
う

に
先
祖
の
供
養
と
墓
参
が
行
わ
れ
る
。
中
日
は
「秋
分
の
日
」と
し
て
国
民
の
祝
日
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

近
年
は
稲
作
が
一
か
月
以
上
も
は
や
く
な
っ
た
た
め
に
早
生
種
な
ど
は
彼
岸
を
過
ぎ
る
と
早
速
刈
り

始
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

梶
田
で
は
大
正
末
期
に
祀
ら
れ
た
八
十
八
カ
所
巡
り
が
最
近
有
志
に
よ
っ
て
復
活
し
、
大
師
堂
の
清

掃
や
遍
路
道
の
案
内
標
識
を
は
じ
め
、
信
者
へ
の
接
待
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
往
時
の
彼
岸
行
事
を
偲
ば

せ
て
何
と
な
く
心
温
ま
る
も
の
が
あ
る
。 

 

八
十
八
カ
所
巡
り
と
言
え
ば
、
四
国
。
白
衣
に
遍
路
笠
。
金
剛
杖
を
つ
き
な
が
ら
、
数
カ
月
か
け

て
歩
い
て
回
る
「
遍
路
修
行
」。
こ
の
修
行
を
し
て
い
る
時
は
、
常
に
お
大
師
さ
ま
（
弘
法
大
師
）

と
共
に
い
る
・
同
行
二
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
八
十
八
カ
所
巡
り
を
、
甲
奴
の
人
々
も
明
治
末
期
か
ら
参
詣
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
年
を

重
ね
れ
ば
参
詣
も
困
難
に
な
る
の
で
、
梶
田
へ
お
大
師
さ
ま
を
お
祀
り
す
れ
ば
、
誰
で
も
い
つ
ま
で

も
お
詣
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
・
・
・
と
思
い
立
っ
た
、
梶
田
に
住
ん
で
い
た
お
二
人
の
方
が
発
起

し
て
完
成
さ
せ
た
そ
う
で
す
。 

四
十
年
前
に
行
わ
れ
た
甲
奴
町
体
育
協
会
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
行
事
で
、
梶
田
の
八
十
八
カ
所
の
一

部
を
歩
い
て
回
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
梶
田
・
戸
下
に
あ
る
休
み
堂
を
出
発
し
、
粟
島
神

社
な
ど
を
巡
り
な
が
ら
、
現
在
は
誰
も
行
く
人
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
梶
田
駅
南
方
の
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山
の
中
に
あ
る
急
な
上
り
の
道
を
上
る
と
、『
足
』
の
健
康
を
お
祀
り
す
る
祠
・
足
王
さ
ん
が
あ
り
、

大
き
な
わ
ら
じ
や
た
く
さ
ん
の
わ
ら
じ
が
お
供
え
し
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

        

大
正
末
期
に
始
ま
り
、
三
十
五
年
前
ま
で
は
梶
田
の
八
十
八
カ
所
巡
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
地
域
の
方
も
盛
り
上
げ
よ
う
と
清
掃
や
接
待
を
し
て
い
た
・
・
・
。 

今
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
少
し
寂
し
い
思
い
が
し
ま
し
た
。 

 

  

今
年
の
三
月
に
行
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
『
健
康
づ
く
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』
で
、
梶
田
の
お
大
師
さ

ま
や
粟
島
神
社
を
巡
る
コ
ー
ス
を
歩
く
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
中
止
と

な
り
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
は
あ
り

ま
す
が
、
健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
実
施
さ
れ
る
時
が
来
れ
ば
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の
コ
ー
ス
を
歩
い
て
、

往
時
を
偲
ん
で
み
た
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。 

 【
参
考
資
料
・
写
真 

出
典
】 

 

・
甲
奴
町
教
育
委
員
会
・
甲
奴
町
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
『
郷
土
の
年
中
行
事
と
方
言
』 

 

・
甲
奴
町
郷
土
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
甲
奴
町
郷
土
誌 

第
一
集 

甲
奴
地
区
編
』 

・（
一
社
）
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
四
国
遠
路
に
つ
い
て
』 

 

 

  

 

事
務
局
よ
り 

 

・
会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・
会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も
結

構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・「
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
に
ど
ん
な
こ
と
で
も
良
い
か
ら
、
ご
寄

稿
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
を
「
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
へ
登
載
し
て
い

き
ま
す
。 

 

・
出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（
カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
八
四
七
―
六
七
―
三
五
三
五 

 

足王さん、手王さん 

梶田 一ノ木 

 

  

 


