
集
落
の
歴
史
地
理

序

序

こ
こ
に
歴
史
地
理
学
紀
要
第
九
巻
を
お
送
り
す
る
に
あ
た
り
、
感
慨
や
ま
さ
に
新
た
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
毎
年

一
冊
ず
っ
こ
の
紀
要
が
発
行
さ
れ
て
以
来
、
約
一

O
年
に
な
り
、
第
一
巻
が
発
刊
さ
れ
た
と
き
生
れ
た
子
供
は
、
も
う

大
き
く
成
長
し
て
小
学
校
三
年
の
秋
を
迎
え
て
い
る
勘
定
と
な
る
。
こ
の
紀
要
が
年
と
と
も
に
成
長
し
、
こ
こ
ま
で
く

る
た
め
に
は
関
係
者
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦
労
と
、
こ
と
に
畠
山
文
化
財
団
の
格
別
の
ご
尽
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ

で
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
た
び
の
紀
要
の
主
題
は
、
集
落
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
で
あ
り
、
す
で
に
本
学
会
の
大
会
で
発
表
さ
れ
た
も
の

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
研
究
地
域
は
、
北
は
東
北
か
ら
関
東
を
経
、
南
は
四
国
に
ま
で
お
よ
び
、
時
代
的
に
は
近
世

を
主
と
し
、
古
代
・
中
世
の
集
落
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
。
集
落
地
理
学
研
究
に
大
き
く
稗
益
す
る
こ
と
を
信
じ
、
か
っ

祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
。

十
年
一
昔
と
い
う
こ
と
ば
は
、
一
区
切
り
の
時
期
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
よ
く
も
ち
い
ら
れ
る
。
本
紀
要
が
十

年
に
近
い
日
子
を
経
た
今
日
、
過
去
の
研
究
の
あ
ゆ
み
を
回
顧
し
、
将
来
の
研
究
へ
の
礎
と
す
る
こ
と
も
そ
ろ
そ
ろ
と

考
え
ら
れ
て
よ
い
。

歴
史
地
理
学
の
研
究
発
表
に
参
加
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
中
年
以
下
の
若
い
年
齢
層
の
出
席
者
の
少
な
い
こ
と
で
あ

り
、
発
表
者
も
中
年
以
上
の
年
齢
層
に
属
す
る
人
達
が
多
く
、
こ
と
に
大
学
に
在
学
す
る
若
い
学
徒
の
参
加
者
の
少
な

い
こ
と
に
強
い
淋
し
さ
を
感
ず
る
。
こ
れ
は
、
歴
史
地
理
学
研
究
が
深
い
歴
史
学
的
素
養
を
必
要
と
し
、
そ
の
研
究
に

あ
た
っ
て
単
に
統
計
数
値
の
処
理
だ
け
で
は
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
特
殊
性
の
あ
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
し
、
最
近
の

E 
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学
校
教
育
で
は
古
文
書
を
読
む
力
に
欠
け
、
研
究
能
力
の
基
盤
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
一
面
、
歴
史
地
理
学
研
究
が
と
も
す
れ
ば
、
郷
土
史
家
的
、
回
顧
趣
味
的
傾
向
に
堕
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
こ
と

に
残
念
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
印
象
を
与
え
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。

青
野
寄
郎
教
授
が
日
本
地
理
学
会
会
長
就
任
潰
説
で
、
戦
後
の
わ
が
国
の
地
理
学
的
研
究
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て

の
べ
た
際
(
地
理
学
評
論
第
三
六
巻
、
一
ニ

O
三
|
三

O
八
頁
)
戦
後
の
わ
が
国
の
地
理
学
研
究
の
う
ち
、
そ
の
約
七
割

に
近
い
も
の
が
、
ミ
ク
ロ
な
地
域
の
研
究
で
あ
り
、
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
で
は
同
規
模
の
も
の
は
二
割
強
で
、
研
究
の

五
割
以
上
が
マ
ク
ロ
な
い
し
は
ス
ー
パ
ー
マ
ク
ロ
の
地
域
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
歴
史

地
理
学
研
究
の
現
段
階
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
思
う
。

こ
の
点
、
本
紀
要
の
第
四
巻
で
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
地
理
』
が
だ
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
よ
い
企
画
だ
っ
た
と
思
う

し
、
今
後
も
研
究
地
域
を
日
本
の
徴
地
域
に
か
ぎ
る
こ
と
な
く
、
広
い
地
域
の
対
比
研
究
を
こ
こ
ろ
み
、
広
域
の
歴
史

地
理
学
的
研
究
の
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
ぞ
ま
れ
る
こ
と
は
外
国
の
研
究
者
と
の
文
献
の
交
換
で
あ
り
、
外
国
の
歴
史
地
理
学
研
究
と
の
対
比
研

究
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
本
紀
要
の
な
か
で
、
少
く
と
も
外
国
文
の
レ
ジ
ュ
メ
が
入
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
地
域
も
研
究
内
容
も
、
研
究
方
法
も
、
よ
り
科
学
的
に
高
め
ら
れ
、
よ
り
高
い
高
次
の

研
究
段
階
に
進
み
、
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
地
理
学
研
究
の
成
果
が
続
々
と
で
る
こ
と
と
信
ず
る
。
こ
の
点
も
今
後

の
問
題
と
し
て
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
十
月

岸

本

実




