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 久
居
町
は
、
藤
堂
候
が
藩
を
開
い
た
時
、
旧
の
本
村
の
野
辺
野
の
平
原

を
開
発
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
周
囲
を
本
村
に
囲
ま
れ
、
久
居
町
も
本
村

も
民
俗
風
習
（
生
活
習
慣
・
し
き
た
り
）
も
同
じ
で
境
界
が
入
り
混
じ

っ
て
い
る
。 

そ
の
た
め
、
（
明
治
２
２
年
４
月
の
）
町
村
制
実
施
以
来
異
な
る
町
村

に
な
っ
た
が
、
も
ろ
も
ろ
の
利
害
が
お
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の

で
、
ま
さ
に
一
体
の
自
治
体
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
の
た
め
、
両
自
治
体
を
一
つ
に
あ
わ
そ
う
と
い
う
声
が
日
増
し
に
地

域
全
体
に
満
ち
て
き
て
い
る
。 

し
か
る
に
、
最
近
（
輓
近
（
ば
ん
き
ん
）
）
自
治
の
制
度
が
よ
う
や
く

整
い
、
施
設
経
営
を
す
る
べ
き
も
の
が
ま
す
ま
す
増
え
る
に
伴
っ
て
、

（
運
営
の
）
実
力
を
養
成
す
る
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
こ
と
か
ら

（
翕
然
）
一
つ
に
集
ま
り
、
多
年
の
懸
案
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
機
運

を
促
進
し
た
。 

す
な
わ
ち
集
ま
っ
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
糸
口
を
考
え
だ
そ
う
と
し
て
止

ま
っ
て
し
ま
う
併
合
の
議
論
が
、
昭
和
５
年
の
終
わ
り
こ
ろ
、
思
い
が

け
ず
久
居
町
と
本
村
両
者
の
間
に
起
こ
り
、
互
い
に
委
員
を
選
出
し
て



（
僅
々
）
わ
ず
か
ひ
と
月
余
り
の
日
数
で
数
回
の
会
議
で
極
め
て
円
満

に
合
意
を
し
た
。
昭
和
６
年
４
月
１
日
を
も
っ
て
、
本
村
の
地
域
一
帯

を
あ
げ
て
久
居
町
に
併
合
し
た
。
そ
も
そ
も
人
々
が
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
（
天
の
時
）
天
が
与
え
て
く
れ
た
絶
好
の
時
で
あ
り
、
住
民
の
理

解
と
和
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
名
前
は
「
併
合
」
で
あ
る
け
れ

ど
、
実
際
に
は
藤
堂
高
通
公
が
開
い
た
３
０
０
年
前
の
も
と
の
形
に
戻

し
た
だ
け
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

将
来
町
民
の
福
祉
を
増
進
し
て
、
心
を
合
わ
せ
て
共
に
町
民
自
治
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
多
大
で
あ
る
と
疑
う
こ
と
が
な
い
。 

後
世
に
合
併
の
喜
び
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
の
由
来
を
石
碑
に
刻
ん
だ
。 

そ
れ
に
よ
っ
て
の
ち
の
子
孫
（
後
世
）
に
伝
え
る
も
の
で
す
。 

 


