
橿
原
市
の
発
足
（
昭
和
三
一
年
）
で

大
久
保
町

と
な
っ
た
当
地
は
、
明
治
二
二
年
に
白
橿
村
の

大
字

大
久
保

と
な
る
ま
で
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て

大
窪
（
お
お
く
ぼ
）
村

と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。大

窪

の
最
も
古
い
記
録
は
、
日
本
書
紀
の
天
武
天
皇
・
朱
鳥
元
（
六
八
六
）
年
条
に

大
窪
寺

と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
は
当
時
、
畝
傍
山
の
北
東
約
六

メ
ー
ト
ル
の
平
坦
地
に
立
地

し
た
よ
う
で
す
。
い
ま
同
町
に
あ
る
国
源
寺
の
あ
た
り
が

大
窪
寺
跡

だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
大
久
保
寺
の
塔
の
中
心
柱
を
支
え
た
と
い
わ
れ
る
、
露
出
し
た
大
き
な
礎
石
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。中

世
の
当
地
は
、
南
都
・
興
福
寺
関
連
の
荘
園
（
領
地
）
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
従
っ
て
興
福

寺
に
属
し
た
当
地
の
豪
族
・
越
智
氏
が
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、
し
ば
し
ば

こ
こ
に
陣

を
構
え
合
戦
を
繰
り
返
し
た

と
い
う
数
々
の
古
文
書
も
残
っ
て
い
ま
す
。

大
凶
作
に
襲
わ
れ
た
江
戸
時
代
の
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
、
村
人
が
隣
の
大
谷
村
な
ど
と
と
も
に

池
尻
の
陣
屋
（
役
場
）
へ
押
し
か
け
、
お
上
に
対
し
て
年
貢
や
上
納
金
の
免
除
を
強
訴
し
ま
し
た
。
訴

え
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
指
導
者
は
死
刑
、
村
々
に
は
厳
し
い
科
料
（
罰
金
）
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
い

ま
す
。

大
礎
石
が
残
る
大
窪
寺
跡


