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発
刊
に
あ
た
り

川
島
町
の
歴
史
は
、こ
こ
に
住
む
人
々
と
木
曾
川
と
の
戦
い
の
歴
史
で
あ
つ
た
と
言
わ
れ
て
い
 

ま
す
。し
か
し
、逆
に
川
か
ら
め
ぐ
み
を
受
け
、川
と
と
も
に
生
き
た
先
人
た
ち
の
知
患
の
歴
史
で
 

も
あ
り
ま
す
。川
島
町
は
遠
く
弥
生
時
代
か
ら
人
々
が
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、度
重
な
る
洪
水
 

の
た
め
遺
跡
や
天
然
記
念
物
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、現
在
ま
で
残
さ
れ
た
史
跡
や
自
然
は
よ
り
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
わ
け
で
す
。 

こ
の
貴
重
な
史
跡
や
自
然
を
大
切
に
保
護
し
、後
世
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
が
、私
た
ち
の
使
命
で
 

す
。こ

の
本
を
読
ん
で
、
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
が
、郷
土
の
歴
史
に
関
心
を
持
ち
、家
族
や
仲
間
 

と
文
化
財
め
ぐ
り
を
す
る
な
ど
し
て
、郷
土
「川
島
」へ
の
理
解
と
愛
情
を
育
ん
で
い
た
だ
き
た
い
 

と
願
つ
て
お
り
ま
す
。

平
成
一
五
年
三
月

川
島
町
長
 

野
田
敏
雄
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史
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〜ぶるさとの歴史と自然 •史跡など
••天然記念物 
保護樹など





1町指定文化財【川祭りのやま】

<
町
指
定
文
化
財
〉 
川
ま
つ
り
の
や
ま

川
ま
つ
り
の
や
ま

it1艘
渡
町
神
明
神
社
境
内

川
島
町
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
附
小
道
具
百
七
十
六
点
 

記
録
文
書
 
百
三
十
五
点
 

昭
和
六
〇
年I

二
月
二
五
日
指
定
 

羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会

江
戸
時
代
、享
#
の

tii(
一
七
一
六
〜
一
七
三
五
)

に
始
ま
っ
 

た
水
神
祭
り
(

川
ま
つ
U
)

は
七
月
末
に
行
わ
れ
、美
し
い
紅
 

提
灯
で
飾
ら
れ
た
雄
や
ま
(

東
組
)

と
雌
や
ま
(

西
組
)

の
卷
わ
 

ら
船
が
笛
太
鼓
の
'#I
も
に
ぎ
や
か
に
夢
の
ょ
ぅ
に
水
上
に
淳
 

か
び
ま
す
。そ
の
夜
景
は
、郷
土
民
俗
芸
能
と
し
て
夏
の
風
物
 

詩
で
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
三
九
年
か
ら
「や
ま
」の
で
る
川
ま
つ
り
が
行
わ
れ
な
 

く
な
り
ま
し
た
が
、昭
和
六
〇
年
に
町
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
 

に
指
定
さ
れ
、昭
和
六
三
年
に
は
、川
ま
つ
り
が
復
活
し
ま
し
 

た
。
二
艘
の
や
ま
は
、渡
の
川
ま
つ
り
資
料
館
に
大
切
に
保
管
 

さ
れ
て
い
ま
す
。



町指定天然記念物【イチョウ】2

〈町
指
定
天
然
-S
物>

 

1
イ
チ
ヨ
ウ
(

イ
チ
ヨ
ウ
科
)

\- vk3- dv

 
松
原
町
神
明
神
社
境
内

川
島
町
指
定
天
然
記
念
物

高
さ
二I

、六
メ
—
ト
ル
 

太
さ
三
、I

五
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

樹
齢
一
〇
〇
年
(

推
定
)

昭
和
六
〇
年I

二
年
二
五
日
指
定
 

羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会

ホ

松
原
神
明
神
社
の
こ
の
ィ
チ
ヨ
ウ
の
木
は
、気
根
 

が
乳
房
に
似
て
い
る
た
め
、別
名
乳
銀
杏
と
呼
ば
れ
 

て
い
ま
す
。か
つ
て
乳
の
出
な
い
母
親
が
乳
が
出
る
 

よ
ぅ
に
と
願
を
こ
の
木
に
か
け
た
ど
い
わ
れ
て
い
 

ま
すィ

チ
ヨ
ウ
は
、中
国
が
原
産
で
古
く
日
本
に
渡
来
 

し
、街
路
や
公
園
.

寺
社
の
境
内
に
広
く
植
え
ら
れ
 

て
い
ま
す
。雌
雄
異
株
で
雌
の
株
に
は
、
い
わ
ゆ
る
 

ギ
ン
ナ
ン
の
実
が
な
り
ま
す
。

気
根
…
植
物
の
茎
や
幹
か
ら
空
中
に
生
え
た
根
。右
上
写
真
の
中
央
に
三
 

つ
の
垂
れ
た
乳
房
形
に
見
え
る
も
の
が
気
根
。



3町指定天然記念物【クスノキ】

<
町
指
定
天
然
1
物>

 

2
ク
ス
ノ
キ
(

ク
ス
ノ
キ
科
)

川
島
町
指
定
天
然
記
念
物

北
山
町
神
明
神
社
境
内

ク
ス
ノ
キ
(

南
)

高
さ
二
一
、五
メ
ー
ト
ル
 

太
さ
二
、八
メ
—
ト
ル

(

目
通
り
)

樹
齢
 I

六
〇
年
(

推
定
)

ク
ス
ノ
キ
(

北
)

高
さ
二
三
、四
メ
—
ト
ル
 

太
さ
二
'

六
八
メ
—
ト
ル
 

(

目
通
り
)

樹
齢
 I

六
〇
年
(

推
定
)

昭
和
六
〇
年
十
二
月
二
五
日
指
定
 

羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会

ク
ス
ノ
キ
は
樟
脳
の
原
料
 

に
な
り
ま
す
。古
く
か
ら
寺
社
 

の
境
内
、公
園
、校
庭
な
ど
に
 

よ
く
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。花
 

期
は
五
月
で
、実
は
秋
に
黒
紫
 

色
に
熟
し
ま
す
。

北
山
神
明
神
社
の
二
本
の
 

ク
ス
ノ
キ
は
、木
の
根
の
一
部
 

が
地
下
で
合
体
し
て
い
る
の
 

で
夫
婦
楠
と
呼
ば
れ
、住
民
に
 

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。



と

 
ゼ

ん

liあ
と

〈史
跡
〉 
渡
船
場
跡

①
松
倉
渡
船
場
(

牛
子
渡
し
)

「松
倉
渡
船
場
」は
、別
名
を
旧
牛
子
村
に
ち
な
ん
で
ん
「牛
子
渡
し
」ど
い
い
、 

松
倉
と
下
中
屋
村
へ
現
各
務
原
市
~

を
結
ぶ
渡
船
場
で
し
た
。渡
船
が
開
か
れ
た
 

の
は
、天
正
一
四
年
(

一
五
八
六
)

六
月
、木
曽
川
の
未
曾
有
の
大
洪
水
に
よ
り
川
 

の
流
れ
が
一
変
し
て
、本
流
が
松
倉
郷
を
流
れ
る
よ
ぅ
に
な
つ
た
た
め
、時
の
領
 

主
坪
内
氏
が
、美
濃
と
の
往
来
の
た
め
に
こ
の
渡
船
を
開
い
た
ど
い
わ
れ
て
い
 

ま
す
0

や
が
て
、享
保
一
二
年
(

一
七
二
七
)

、尾
張
一
宮
村
に
三
八
市
(

三
と
八
が
つ
 

く
日
に
催
さ
れ
る
市
)

が
開
か
れ
る
よ
ぅ
に
な
る
と
人
馬
の
往
来
が
盛
ん
と
な
 

り
、渡
船
場
も
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

明
治
、大
正
時
代
に
入
る
と
那
加
(

現
各
務
原
市
)

方
面
の
急
速
な
発
展
に
伴
 

い
、那
加
街
道
へ
の
渡
船
と
し
て
大
い
に
繁
盛
し
ま
し
た
。し
か
し
、時
代
は
流
 

れ
、交
通
の
近
代
化
に
よ
っ
て
渡
船
の
必
要
性
が
少
な
く
な
り
、昭
和
三
七
年
、 

「川
島
大
橋
」の
完
成
と
ど
も
に
遂
に
廃
止
ど
な
U
ま
し
た
。か
つ
て
こ
の
渡
船
 

場
に
は
大
き
な
杉
の
木
ど
石
畳
を
数
い
た
坂
道
が
あ
り
、近
く
の
弘
法
堂
と
と
 

も
に
渡
船
場
の
情
緒
を
一
層
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
ま
し
た
。



②
小
網
渡
船
場
(

神
明
渡
し
)

「小
網
渡
船
場
」は
、か
つ
て
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
は
小
網
 

島
か
ら
尾
艇
国
小
叭
村
(

現
江
南
市
)

を
結
ぶ
渡
船
場
で
し
た
が
、そ
の
後
川
 

筋
の
変
動
に
よ
っ
て
宮
田
村
神
明
(

現
江
南
市
)

と
の
間
を
行
き
来
す
る
渡
船
 

と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、別
名
「神
明
渡
し
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
 

な
り
ま
し
た
。

大
正
時
代
ま
で
の
木
曾
川
は
水
量
も
豊
か
で
、こ
の
渡
船
場
は
川
港
ど
し
 

て
物
資
輸
送
の
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
と
も
に
、古
く
か
ら
古
知
野
(

現
江
南
 

市
)

方
面
へ
の
往
来
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
渡
船
場
で
し
た
。こ
と
に
、享
保
 

年
間
(

一
七
一
六
〜
一
七
三
六
)

か
ら
昭
和
初
期
ま
で
定
期
的
に
催
さ
れ
た
古
知
 

野
市
や
岩
倉
市
(

現
岩
倉
市
)

へ
は
多
く
利
用
者
が
あ
り
、渡
船
場
は
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

し
か
し
、大
正
十
二
年
か
ら
始
ま
つ
た
「木
曾
川
南
旅
川
」の
改
修
工
事
で
流
水
量
が
減
少
し
た
た
め
仮
橋
を
 

架
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。昭
和
の
初
期
に
は
幅
ニ
メ
ー
ト
ル
、長
さ
九
.

五
メ
ー
ト
ル
の
木
 

橋
が
浅
瀬
の
河
原
に
架
け
ら
れ
便
利
に
な
り
ま
し
た
が
、少
し
の
増
水
で
流
失
.

破
損
す
る
な
ど
不
通
に
な
り
、 

そ
の
度
に
渡
船
の
復
活
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
実
状
か
ら
永
久
橋
へ
の
要
望
が
し
だ
い
に
高
ま
り
、建
設
省
の
付
帯
工
事
に
町
費
負
担
の
英
断
も
 

加
わ
り
、
つ
い
に
昭
和
三
十
八
年
五
月
、橋
長
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
、幅
三
メ
ー
ト
ル
の
永
久
橋
が
実
現
し
ま
し
た
。 

こ
の
架
橋
に
よ
り
長
い
歴
史
を
重
ね
た
小
網
渡
船
は
役
目
を
終
え
姿
を
消
し
ま
し
た
。



③
河
田
渡
船
場
(

馬
道
渡
し
)

「河
田
渡
船
場
」は
、か
つ
て
河
田
鳥
村
(

美
濃
河
田
)

と
対
岸
の
河
田
村
(

尾
 

張
河
田
—
現
一
宮
市
)

を
行
き
来
す
る
渡
船
場
で
し
た
。こ
の
渡
船
場
は
、位
置
 

的
に
も
北
方
渡
船
場
(

笠
松
)

と
内
田
渡
船
場
(

犬
山
)

の
中
間
に
ぁ
U
、美
濃
 

(

岐
車
•

各
務
野
)

と
尾
張
(

一
宮
.

清
洲
)

を
結
び
、人
の
往
来
や
物
資
輸
送
と
と
 

も
に
、歴
史
上
の
舞
台
ど
も
な
つ
た
由
緒
深
い
渡
船
場
で
し
た
。

中
で
も
、慶
長
五
年
(

一
六
〇
〇
)

八
月
、関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
、東
軍
(

徳
川
家
 

康
)

の
武
将
池
田
輝
政
を
は
じ
め
ど
す
る
一
万
八
千
人
の
兵
が
岐
車
城
(

城
主
 

織
田
秀
信
)

也
略
の
た
め
に
こ
の
渡
船
を
利
用
し
戦
い
を
挑
ん
だ
こ
と
は
よ
く
 

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

江
戸
期
に
入
り
、享
保
一
二
年
(

一
七
二
七
)

当
時
の
一
宮
村
に
三
八
市
(

三
と
八
の
つ
く
日
に
開
か
れ
た
市
)

が
 

開
か
れ
る
ど
美
濃
方
面
か
ら
の
行
き
来
が
盛
ん
に
な
：：T、
と
く
に
馬
の
利
用
が
多
か
つ
た
こ
ど
か
ら
「馬
道
渡
し
」 

ど
も
言
わ
れ
ま
し
た
。幕
末
か
ら
明
治
.

大
正
に
か
け
て
は
、繊
維
業
の
発
展
や
「浅
井
の
萬
勤
*:育」で
有
名
な
接
骨
 

医
の
繁
盛
も
ぁ
り
、渡
船
場
は
一
層
の
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

こ
の
古
来
か
ら
の
賑
わ
い
を
見
せ
て
き
た
渡
船
場
も
、大
正
二
年
の
木
造
橋
の奢

；#

に
続
き
昭
和
五
年
、勢
岐
 

両
県
に
よ
つ
て
木
造
のr

河
田
橋
」が
増
強
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
一
旦
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、そ
の
後
も
洪
水
で
橋
 

が
流
さ
れ
る
度
に
復
活
し
ま
し
た
。

し
か
し
、昭
和
三
三
年
、河
田
橋
が
永
久
檎
と
し
て
完
成
し
、つ
い
に
、渡
船
の
使
命
を
終
ぇ
ま
し
た
。



④
大
野
渡
船
場

天
正
年
間
(

一
五
七
三
〜
一
五
九
一
)

既
に
こ
の
地
に
 

渡
船
が
始
ま
っ
て
お
り
、こ
の
渡
船
場
は
、松
原
島
村
.

 

河
田
島
村
と
尾
張
国
葉
栗
郡
大
野
村
(

一
宮
市
)

に
通
じ
 

て
い
ま
し
た
。そ
の
当
時
、大
野
村
の
人
々
が
河
田
島
地
 

内
の
山
林
で
薪
や
落
ち
葉
な
ど
を
集
め
て
お
り
、又
、河
 

田
鳥
村
の
人
々
は
、大
野
村
の
畑
へ
出
か
け
て
農
作
物
 

を
作
る
な
ど
生
活
の
足
ど
し
て
必
要
な
渡
船
ど
な
つ
て
 

い
ま
し
た
。し
か
し
、河
田
渡
船
場
に
近
い
と
い
ぅ
理
由
 

で
中
止
さ
れ
た
時
が
あ
り
、農
民
た
ち
は
大
変
困
っ
て
 

代
官
に
「新
設
願
書
」を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
に
は
、自
分
た
ち
で
組
合
を
作
っ
て
渡
船
の
運
 

営
を
行
つ
て
い
ま
し
た
が
、明
治
四
四
年
(

一
九
一
一
)

よ
 

リ
、川
の
上
に
太
い
鉄
の
ワ
ィ
ヤ
ー
を
張
り
、船
を
つ
な
 

い
で
渡
す
岡
田
式
渡
船
と
な
り
、大
正
末
期
ま
で
は
、生
 

活
の
足
と
し
て
の
利
用
だ
け
で
は
な
く
、尾
張
葉
栗
郡
 

方
面
と
人
馬
や
物
品
の
往
来
で
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
ま
 

し
た
。

1
議i
 

■
.

曾
n!大
野
^
^
^
%



⑤
わ
た
y
渡
船
場

江
戸
.

明
治
.

大
正
時
代
ま
で
の
木
曾
川
(

南
泳
川
)

は
水
量
も
豊
富
で
 

こ
こ
「わ
た
り
渡
船
場
」も
愛
知
県
葉
栗
郡
光
明
寺
村
{

現
一
宮
市
}

と
を
 

行
5
来
す
る
渡
船
場
ど
し
て
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、本
渡
 

船
場
は
川
港
と
し
て
物
資
輪
迭
の
重
要
な
役
割
を
も
つ
と
ど
も
に
、
い 

ろ
い
ろ
な
地
方
か
ら
の
産
物
な
ど
の
転
売
が
行
わ
れ
ど
て
も
活
気
の
あ
 

る
港
で
も
あ
り
ま
し
た
。享
保
年
間
(

一
七
一
六
〜
一
七
三
五
)

に
始
ま
り
 

今
に
伝
わ
る
水
神
祭
リ
(

「川まっ
=

のゃま」参S
も
渡
船
場
と
と
も
に
豊
か
 

な
木
曽
川
の
水
に
よ
っ
て
誕
生
し
、時
代
を
超
え
こ
の
地
の
人
達
に
よ
 

っ
て
受
け

Ifrが
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、渡
船
は
大
正
末
期
か
ら
始
ま
っ
た
木
曽
川
南
泳
川
の
改
修
 

に
よ
る
下
流
の
整
備
に
よ
っ
て
水
量
が
減
少
し
た
こ
と
に
加
え
、昭
和

一
二
年
に
仮
橋
が
架
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
リ
次
第
に
利
用
さ
れ
る
こ
ど
が
少
な
く
な
つ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
 

後
、洪
水
等
の
影
響
で
交
通
止
め
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
復
活
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、同
一
八
年
の
「渡
 

橋
」の
架
橋
に
よ
リ
長
く
親
し
ま
れ
た
渡
船
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

な
お
、明
治
一
四
年
の
岐
旱
県
統
計
書
に
よ
る
「木
曽
川
津
渡
(

渡
船
場
ご
の
調
査
で
は
当
時
、渡
島
と
松
原
 

鳥
.

円
城
寺
(

現
笠
田
)

間
に
渡
船
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
渡
船
賃
金
の
記
載
と
と
も
に
記
録
に
残
さ
れ
て
い
 

ま
す
。か
つ
て
の
こ
の
地
の
流
路
を
知
る
上
で
興
味
深
い
こ
ど
で
す
。

史
》
未
曾
>1!わ
た
り
.-*ベ
ぶ̂
弥

•
4
1
:

 i



s

⑥
笠
田
渡
船
場
(

梅
の
木
渡
し
)

「笠
田
渡
船
場
」は
、か
つ
て
大
水
に
よ
っ
て
梅
の
大
木
が
ぁ
る
お
宮
が
流
さ
れ
た
跡
に
 

で
き
た
川
の
渡
船
と
し
て
「梅
の
木
渡
し
」と
も
言
わ
れ
、笠
田
と
米
野
(

笠
松
町
)

の
間
の
 

岐
皐
•

名
古
屋
街
道
に
沿
う
渡
船
で
し
た
。美
濃
と
尾
張
を
結
ぶ
通
路
と
し
て
利
用
者
も
 

多
く
、江
戸
、明
治
、大
正
時
代
に
わ
た
っ
て
ど
て
も
賑
わ
い
を
見
せ
、こ
の
地
方
屈
指
の
 

渡
船
と
し
て
栄
ぇ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、大
正
一
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
木
曽
川
河
川
大
 

改
修
に
よ
っ
て
昭
和
四
年
に
本
流
が
笠
田
集
落
の
北
側
(

北
旅
川
)

か
ら
南
側
に
移
っ
た
 

こ
と
に
よ=
渡
船
場
も
旧
地
か
ら
新
本
流
の
現
川
鳥
大
橋
付
近
へ
移
転
し
て
き
ま
し
た
。

古
く
は
謙
倉
時
代
、真
宗
開
社
で
ぁ
る
把
鸞
上
人
が
各
地
を
訪
れ
る
道
中
に
こ
の
地
の
 

渡
し
を
渡
ら
れ
た
と
伝
ぇ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
*;長
五
年
(

一
六
〇
〇
)

八
月
、こ
の
渡
船
 

場
を
は
さ
ん
で
「関
ヶ
原
の
戦
い
」の
前
哨
戦
と
も
い
わ
れ
る
「河
田
渡
河
戰
」(
米
野
の
戦
 

い
)

が
徐
り
広
げ
ら
れ
た
場
所
と
し
て
も
歴
史
の
一
ぺ
ー
ジ
に
名
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

な
お
、時
代
は̂
-

り
ま
す
が
、こ
の
渡
船
場
の
渡
し
守
ど
し
て
三
〇
有
余
年
、こ
の
道
一
 

筋
に
励
み
、児
童
生
徒
の
通
学
を
は
じ
め
利
用
者
の
安
全
に
精
魂
を
傾
け
、事
故
皆
無
で
 

全
う
さ
れ
た
当
地
出
身
の
田
中
兼
一
さ
ん
の
功
績
が
こ
の
渡
船
に
ま
つ
わ
る
美
談
と
し
 

て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
長
い
伝
統
と
由
緒
深
い
笠
田
渡
船
場
も
昭
和
三
七
年
、 

川
島
大
橋
の
架
橋
と
と
も
に
姿
を
消
し
ま
し
た
。



〈史
跡
〉 
音
の
街
道

①
音
の
街
道
(

松
倉
•

河
田
)

本
町
に
は
、古
く
か
ら
南
は
河
田
渡
し
を
経
て
尾
張
国
(

一
宮
 

方
面
)

へ
通
じ
る
道
と
北
は
牛
子
渡
し
(

松
倉
渡
し
)

を
渡
り
那
加
 

美
濃
東
(

各
務
原
市
方
面
)

及
び
、梅
の
木
渡
し
(

笠
田
渡
し
)

を
渡
 

リ
新
加
納
井
之
口
 
(

岐
車
方
面
)

へ
ど
通
じ
る
道
が
あ
り
ま
し
た
。

特
に
松
倉
渡
船
場
と
河
田
渡
船
場
を
結
ぶ
本
道
路
は
、亨
保
一
 

二
年
(

一
七
二
七
)

に
一
宮
村
(

現
一
宮
市
)

に
「三
八
市
」が
開
か
 

れ
る
よ
ぅ
に
な
つ
て
か
ら
、美
濃
方
面
か
ら
の
行
商
人
を
は
じ
 

め
、人
馬
の
行
き
来
が
盛
ん
に
な
リ
「馬
街
道
」と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
 

の
賑
わ
い
を
見
せ
た
主
要
道
路
で
し
た
。

し
か
し
、古
来
か
ら
重
要
渡
船
と
し
て
多
く
の
歴
史
を
残
し
繁
盛
し
て
き
た
河
田
渡
船
ど
松
倉
渡
船
も
大
正
 

年
に
河
田
渡
船
場
に
は
じ
め
て
木
桁
橋
が
、さ
ら
に
昭
和
六
年
の
河
田
橋
の
補
強
架
橋
に
続
き
渡
檎
、小
網
橋
と
木
橋
 

の
建
設
が
行
わ
れ
る
と
ど
も
に
徐
々
に
利
用
者
が
減
り
、
つ
い
に
昭
和
三
七
年
八
月
「川
島
大
檎
」の
建
設
に
よ
り
松
 

倉
渡
船
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。そ
れ
に
ど
も
な
い
幹
線
道
路
の
整
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
つ
た
こ
ど
に
よ
U
 

町
内
の
道
路
網
は
大
き
く
変
わ
り
、か
つ
て
の
主
要
道
路
も
現
在
で
は
松
倉
町
と
河
田
町
の
一
部
に
そ
の
姿
を
残
し
 

て
い
る
の
み
で
す
。



②
昔
の
街
道
(

笠
田
)

こ
の
街
道
は
来
、松
倉
渡
船
場
(

別
名
*

牛
子
渡
し
)

と
H
田 

渡
船
場
を
結
ぶ
道
路
と
と
も
に
、笠
田
渡
船
場
(

?']名
*

梅
の
木
 

渡
し
)

か
ら
大
野
渡
船
場
、河
田
渡
船
場
ま
で
を
結
ぶ
本
町
内
 

を
通
る
も
っ
と
も
古
い
街
道
で
あ
リ
、通
称
「梅
の
木
街
道
」 

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
期
ま
で
は
、美
濃
.

尾
張
方
面
と
の
交
通
が
激
し
く
、 

岐
車
.

名
古
屋
街
道
に
沿
ぅ
主
要
道
路
ど
し
て
行
商
人
を
は
 

め
人
馬
の
往
来
が
盛
ん
で
し
た
。し
か
し
、河
川
流
路
の
変
 

遷
に
ょ
り
、渡
船
場
が
移
動
し
た
こ
ど
や
、大
正
末
期
か
ら
の
 

木
曾
川
の
大
改
修
に
ょ
リ
本
流
が
笠
田
集
落
の
北
惻
か
ら
現
 

在
の
南
側
に
移
リ
新
し
い
道
が
で
き
た
こ
と
も
重
な
リ
行
商
 

人
や
人
の
往
来
は
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

古
く
か
ら
栄
ぇ
た
こ
の
街
道
も
今
で
は
笠
田
町
と
松
原
町
 

に
そ
の
姿
の
一
部
を
と
ど
め
る
に
過
ぎ
な
く
な
リ
ま
し
た
。

*
「牛
子
渡
し
」江
戸
末
期
ま
で
の
所
在
地
、現
松
倉
町
の
旧
名
「牛
子
村
」に
あ
っ
た
渡
し

の
こ
と
。

*

「梅
の
木
渡
し
」か
つ
て
梅
の
大
木
の
あ
る
神
社
が
大
水
に
ょ
っ
て
流
さ
れ
た
あ
と
に
出
 

来
た
笠
田
と
米
野
間
の
川
の
渡
し
と
い
わ
れ
る
。川
の
起
こ
り
に
つ
い
て
は
、「天
正
の
 

洪
水
」の
説
が
あ
る
。「梅
の
木
街
道
」に
つ
い
て
も
、同
じ
く
梅
の
大
木
の
あ
っ
た
神
社
 

に
通
じ
る
街
道
を
い
い
「梅
の
木
海
道
」と
も
書
く
。



③
昔
の
街
道
(

松
原
)

こ
の
街
道
は
古
来
、大
野
渡
船
場
や
河
田
渡
船
場
か
ら
笠
田
渡
 

船
場
に
通
じ
る
本
町
内
で
の
古
い
街
道
で
し
た
。

江
戸
時
代
ま
で
は
美
濃
国
と
尾
張
国
と
の
往
来
に
こ
の
街
道
を
 

利
用
す
る
人
も
多
く
、特
に
行
商
人
を
は
じ
め
、人
馬
の
通
行
で
賑
 

わ
い
を
見
せ
ま
し
た
が
、江
戸
末
期
に
な
っ
て
幕
府
認
可
の
大
野
 

渡
船
場
が
河
田
渡
船
場
と
接
近
し
て
い
る
と
の
理
由
に
ょ
っ
て
差
 

し
留
め
と
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、明
治
に
な
つ
て
松
原
鳥
.

河
田
 

島
渡
船
組
合
で
渡
船
を
出
し
て
き
た
も
の
の
行
商
人
や
人
馬
の
往
 

来
は
河
田
渡
船
場
を
経
る
こ
と
が
多
く
な
り
、こ
の
街
道
の
往
来
 

は
徐
々
に
少
な
く
な
つ
て
い
き
ま
し
た
。し
か
し
、明
治
一
七
年
 

(

一
八
八
二
)

、川
鳥
旧
五
ヶ
村
の
組
合
「戸
長
役
場
」の
開
設
に
続
 

き
、合
併
な
っ
た
「川
島
村
役
場
」が
同
ニ
ニ
年
(

一
八
八
九
)

か
ら
 

昭
和
二
年
(

一
九
二
七
)

ま
で
の
三
八
年
間
に
渡
っ
て
こ
の
地
に
置
 

か
れ
た
た
め
、村
人
の
往
来
が
再
び
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

や
が
て
、川
鳥
村
役
場
は
河
田
町
の
現
在
地
に
移
さ
れ
、か
っ
て
 

賑
わ
い
を
み
せ
た
本
街
道
も
現
在
で
は
、松
原
町
と
笠
田
町
に
そ
 

の
一
部
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。



《史
跡
〉 
戦
い
の
後

池
田
»
»
か
%
入
の
小
S
か
•

*)«
«

«• 

此
て
た
と
い
ぅ
こ
と
か
ら
-1棋
立
松
し
>:
lj

①
河
田
渡
河
戦
跡

「河
田
渡
河
戦
跡
」と
は
、慶
長
五
年
(

一
六
〇
〇
)

八
月
ニ
ニ
日
、豊
臣
秀
 

吉
亡
き
後
、全
国
制
霸
を
夢
見
て
き
た
徳
川
家
康
の
東
軍
勢
(

池
田
輝
政
や
 

福
鳥
政
則
ら
)

と
、そ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
豊
臣
の
大
老
石
田
三
成
の
西
 

軍
勢
(

岐
卓
城
主
織
田
秀
信
ら
)

が
全
国
の
諸
将
と
も
ど
も
に
東
西
両
陣
營
 

に
分
か
れ
、こ
の
地
河
田
島
付
近
の
木
曾
川
を
挟
ん
で
戦
つ
た
古
戦
場
の
 

跡
で
す
。

東
軍
の
池
田
輝
政
を
先
鋒
と
す
る
浅
野
幸
長
•

山
内
一
豊
•

一
柳
直
盛
ら
 

一
万
八
、〇
〇
〇
人
の
軍
勢
は
木
曾
川
の
河
田
を
乗
り
越
ぇ
、新
加
納
を
経

て
岐
旱
に
向
か
ぅ
作
戦
を
立
て
ま
し
た
。
一
方
、西
軍
に
属
す
る
織
田
秀
信
は
、戦
い
の
先
頭
に
立
ち
、木
造
具
政
.

 

百
々
綱
家
.

川
瀬
左
馬
助
ら
三
、二
〇
〇
人
を
新
加
納
と
米
野
の
間
に
配
置
し
敵
を
待
ち
伏
せ
ま
し
た
。東
軍
の
池
田
 

輝
政
は
前
造
命
令
を
下
し
、中
州
の
小
屋
場
島
に
陣
を
張
〇
ま
し
た
。敵
兵
の
小
勢
を
知
つ
た
東
軍
は
、ま
だ
夜
の
明
 

け
な
い
内
に
一
柳
直
盛
を
先
頭
に
渡
河
戦
を
展
開
し
、付
近
は
す
さ
ま
じ
い
戦
場
と
化
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
戦
い
は
、鉄
砲
隊
の
奮
戦
は
あ
つ
た
も
の
の
岐
車
城
は
攻
略
さ
れ
、東
軍
の
勝
利
に
大
き
く
近
づ
い
た
戰
い
 

「木
曽
川
河
田
渡
河
戦
」と
し
て
知
ら
れ
、同
年
九
月
一
五
日
の
東
軍
七
万
、西
軍
八
万
の
大
軍
が
争
っ
た
「関
ヶ
原
の
 

戦
い
」の
前
哨
戦
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

河
田
渡
河
戦

遽
長
五
年
二
六
O
U
年
一
関
ケ
原
&
戦
の
前
 

哺
戦
i
い
ぅ
べ
き
岐
阜
城
攻
^">

 

i

TIl戦
が
木
曾
川
 

を
挟
ん
で
|«1始
5
れ
•
川
島
町
は
そ
の
古
戦
場
と
 

な
っ
た
0

東
軍
(

徳
川
家
康
一
の
池
田
輝
政
を
先
鋒
と
す
 

る
浅
野
弟
長
.

山
内
：
15:.
1
柳
道
盛
等
一
万
八
 

千
の
一
隊
は
>
木
£
3

川
の
河
田
を
渡
り
越
ぇ
>
新
 

抑
納
を
経
て
岐
阜
に
向
ぅ
策
戦
を
た
て
た
。
一
方
， 

西
軍
u

te臣
方
一
に
域
す
る
*i
阜
城
主
織
田
秀
fa 

は
、
戰
い
の
先
頭
に
た
ち
，
木
造
具
政
.

百
ヶ
網
 

家
.
)

II瀬
左
馬
助
苫
三
^
-

三
百
入
を
妍
加
納
と
3H 

野
の
間
に
配
K
し
、
敵
を
待
ち
伏
せ
た
。
八
月
二

 

十
二
日
、
東
軍
の
池
田
神
政
は
前
進
命
令
を
下
し
•

 

中
州
-I'屋
堝
島
!:陣
を
は
っ
た
。

*
革
は
、
ま
た
夜
の
明

— 
_
_
」先
頭
に
is河
戰
を
激
戦

展
間|

河
田
;e
河
戦
と
い
ぅ
_
付
近I

帯
i

ISI;疼
 

J
s
l
i

ltし
た
。
西
軍
«
阜
城
f
t

は
*
^
砲
隊
の
 

奇3!

作
科
::、
ょ
く
 

£
戰
し
た
が
遂
に
敗
Hi*
%

 

い
に
乗
'
/

••東
軍
は
明
く
る
二
十
三
日
、
«

を
|«落
さ
せ
た
。

昭
和
六
十
三
年
一
月
再
JI

川

 
島

 
町
 

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会

づ
く



②
小
屋
場
島
の
陣
跡
(

松
山
の
戦
い
•

木
曾
川
河
田
渡
河
戦
)

「和
.
ゆ
が
のi

：

船
」と
は
、「松
山
の
戦
い
」と
「木
曽
川
印
於
w
の
祀
敗
跡
で
す
。

戦
国
た
け
な
わ
の
天
文
一
三
年
(

一
五
四
四
)

八
月
、尾
張
清
洲
の
戦
国
大
名
織
田
信
秀
(

信
長
の
父
)

は
、美
濃
の
国
 

へ
の
侵
攻
を
企
て
こ
の
地
小
屋
場
島
の
松
山
で
戦
う
機
会
を
う
か
が
い
ま
し
た
。こ
れ
を
知
っ
た
時
の
稲
葉
山
城
(

岐
 

卓
城
)

主
斉
藤
道
三
は
娘
婿
で
あ
る
土
岐
八
郎
頼
香
を
将
に
立
て
無
勳
寺
村
(

現
笠
松
町
)

の
安
養
山
光
得
寺
に
砦
を
 

構
え
て
迎
え
撃
ち
ま
し
た
。戦
い
は
、織
田
軍
勢
の
不
意
を
つ
い
た
夜
半
で
の
攻
め
や
、斉
藤
道
三
の
命
を
受
け
た
松
 

原
源
吾
(

松
原
在
住
)

に
よ
る
将
、土
岐
八
郎
頼
香
の
暗
殺
ど
い
う
悲
劇
も
あ
っ
て
斉
藤
軍
勢
の
退
散
で
終
わ
り
ま
し
 

た
が
こ
の
戦
い
を
「松
山
の
戦
い
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。光
得
寺
の
南
隣
に
あ
る
「土
岐
塚
」は
戦
国
の
悲
劇
の
将
土
岐
 

頼
香
の
墓
で
す
。

ま
た
、時
代
は
や
や
下
が
り
、慶
長
五
年
(

一
六
〇
〇
)

八
月
ニ
ニ
日
、「関
ヶ
原
の
戦
い
」の
前
哨
戦
と
も
い
う
べ
き
木
 

曽
川
を
挟
ん
だ
文
字
通
り
天
下
分
け
目
の
戦
い
が
こ
の
地
で
繰
り
広
 

げ
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
戦
い
は
、河
田
渡
し
を
わ
た
つ
て
松
原
島
か
ら
 

小
屋
場
鳥
に
陣
を
張
っ
た
徳
川
の
軍
勢
ど
、対
岸
の
米
野
(

笠
松
町
)

で
迎
え
撃
っ
た
岐
卓
城
主
織
田
秀
信
の
軍
勢
が
激
し
く
戦
い
、「木
曽
 

川
河
田
渡
河
戦
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、こ
の
小
屋
場
の
陣
跡
に
は
、池
田
輝
政
ら
の
武
将
が
大
将
旗
 

を
掲
げ
た
と
い
う
松
の
巨
木
が
あ
り
、こ
の
松
を
「旗
立
松
」と
呼
ん
 

で
い
ま
し
た
が
残
念
な
が
ら
明
治
初
年
に
枯
れ
朽
ち
て
い
ま
す
。



〈史
跡
〉 
寺
や
城
の
跡

①
松
倉
城
跡

「松
倉
城
跡
」は
、こ
の
地
を
領
地
と
し
た
坪
内
氏
の
古
城
跡
で
す
。

戦
国
の
頃
、加
賀
の
国
(

現
石
川
県
)

富
樫
家
の
出
身
で
あ
る
藤
原
藤
 

左
衛
門
頼
定
が
天
文
の
頃
(

一
五
三
二
〜
一
五
五
五
)

、尾
張
の
国
に
 

来
て
時
の
犬
山
城
主
織
田
信
康
(

信
長
の
叔
父
)

に
仕
ぇ
、葉
栗
郡
野
 

武
(

現
尾
西
市
)

の
城
代
で
あ
つ
た
坪
内
家
を
つ
い
で
「坪
内
」ど
改
姓
 

し
た
後
、濃
尾
の
境
に
あ
る
こ
の
辺
り
の
地
に
詳
し
い
こ
と
が
信
長
 

に
認
め
ら
れ
て
松
倉
城
の
初
代
城
主
と
な
り
ま
し
た
。

四
代
目
城
主
坪
内
喜
太
郎
利
定
は
、織
田
信
長
に
従
い
木
下
藤
吉
 

郎
(

豊
臣
秀
吉
)

ら
と
協
力
し
な
が
ら
度
々
合
戰
に
臨
み
武
勲
を
輝
か

せ
ま
し
た
。し
か
し
、信
長
の
没
後
は
秀
吉
ど
不
和
に
な
り
本
領
を
離
れ
て
一
時
金
山
(

現
金
山
町
)

に
退
き
ま
し
た
が
 
跡

ぃ 
の

天
正
一
八
年
(一

五
九
〇
)

、徳
川
家
康
に
迎
ぇ
ら
れ
る
こ
と
に
な
〇
、慶
長
五
年
(

一
六
〇
〇
年
)

の
関
ヶ
原
合
戦
に
は
井
城 

伊
直
政
の
軍
に
属
し
、抜
群
の
戦
功
を
た
て
ま
し
た
。そ
の
功
に
よ
リ
家
康
か
ら
直
々
に
感
謝
の
こ
と
ば
を
い
た
だ
 
や 

き
、翌
年
に
は
葉
栗
•

各
務
両
郡
六
五
三
三
石
の
領
主
と
な
る
と
と
も
に
再
び
松
倉
城
主
と
な
り
ま
し
た
。

[#

 

そ
の
後
、坪
内
氏
は
旗
本
を
仰
せ
つ
か
り
、坪
内
宗
家
は
江
戸
に
出
仕
し
て
幕
府
の
組
織
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
 
跡 

め
ま
し
た
。

a5



②
亘
利
城
屋
敷
跡

戦
国
時
代
の
天
文
年
間
(

一
五
三
二
〜
一
五
五
四
)

、 

松
原
島
村
を
中
心
に
笠
田
鳥
村
、野
中
村
(

現
岐
南
町
)

 

の
各
村
に
支
配
権
を
持
つ
松
原
源
吾
芸
久
と
弟
の
松
 

原
内
匠
芸
定
と
い
ぅ
豪
族
が
勢
力
を
持
つ
て
お
り
ま
 

し
た
。そ
の
兄
弟
が
住
ん
で
い
た
の
が
亘
利
城
屋
數
と
 

言
わ
れ
、現
在
も
堀
屋
数
、兵
部
屋
数
、寺
屋
数
、茶
厘
数
 

な
ど
、昔
が
し
の
ば
れ
る
地
名
が
、渡
地
区
に
残
さ
れ
て
 

い
ま
す

兄
弟
は
土
岐
頼
芸
の
家
来
で
し
た
が
、そ
の
後
斎
藤
 

道
三
に
従
い
、天
文
一
三
年
(

一
五
四
四
)

無
勳
寺
光
得

寺
(

現
笠
松
町
)

の
砦
で
、道
三
の
命
令
に
よ
っ
て
、か
つ

て
の
主
君
土
岐
頼
芸
の
末
弟
土
岐
頼
香
を
殺
害
し
、そ 

の
功
に
よ
り
広
い
領
地
を
も
ら
い
勢
力
を
広
げ
ま
し
 

た
。そ
の
後
一
族
は
敵
味
方
に
分
か
れ
て
い
た
時
も
あ
 

り
ま
し
た
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
活
躍
し
た
後
、水
害
の
多
く
 

な
っ
た
松
原
鳥
村
を
離
れ
、今
の
岐
南
町
や
笠
松
町
の
 

各
村
に
移
住
し
、そ
の
勢
力
を
保
ち
ま
し
た
。
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一

V
P
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性

坊

の
i
す

③
妙
性
坊
の
寺
跡

「炒
性
坊
」は
、寺
伝
に
よ
る
と
歴
史
は
古
く
平
安
初
期
 

の
大
同
二
年
(

八
〇
二
)

、
「天
台
宗
」妙
性
を
開
基
ど
し
、
こ
 

こ
尾
州
葉
栗
郡
笠
田
村
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
戦
 

乱
の
影
響
や
大
水
の
災
害
な
ど
の
た
め
に
一
時
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
が
、謙
倉
初
期
の
建
久
七
年
ニ
ー
九
六
)

、笠
田
 

の
住
人
永
田
秀
友
が
そ
の
由
緒
深
さ
を
知
り
こ
の
地
に
「来
善
庵
」を
再
建
し
ま
し
た
。 

„

 

や
が
て
、戦
乱
、天
災
、飢
饉
で
人
心
不
安
な
こ
の
時
期
、嘉
禎
元
年
(
一
二
三
五
)

、式
部
郷
秀
実
(

入
道
名
「正
円
」河
 

野
九
門
徒
の
一
人
)

は
、同
志
八
人
と
葉
栗
郡
河
野
郷
三
宅
村
木
瀬
(

現
岐
南
町
伏
屋
)

の
草
庵
に
関
東
よ
り
布
教
帰
路
 

中
の
親
鸞
上
人
を
迎
ぇ
た
後
、来
善
庵
に
招
き
そ
の
導
き
の
深
さ
に
強
く
感
化
さ
れ
弟
子
入
り
し
た
と
伝
ぇ
ら
れ
て
 

い
ま
す
。間
も
な
く
仁
治
元
年
C
二
四
〇
)

、天
台
宗
よ
り
浄
土
真
宗
に
改
宗
す
る
と
ど
も
に
寺
号
を
「妙
性
坊
」ど
改
 

称
し
同
宗
の
布
教
に
大
き
く
寄
与
し
ま
し
た
。文
安
(
一
四
四
四
〜
一
四
四
九
)

の
頃
に
は
蓬
如
上
人
が
当
地
方
を
布
 

教
で
訪
れ
た
際
、妙
性
坊
善
性
に
対
し
て
河
野
九
門
徒
の
僧
房
と
し
て
同
宗
の
深
い
教
化
活
動
に
感
激
し
、直
筆
の
 

絵
像
を
授
け
ま
し
た
。

そ
の
後
妙
性
坊
は
、度
々
の
大
水
の
被
害
を
受
け
、大
永
六
年
(
一
五
二
六
)

、笠
田
村
よ
り
一
時
、同
郡
伏
屋
村
(

現
 

岐
南
町
)
へ
移
り
ま
し
た
が
、天
正
四
年
(
一
五
七
六
)

再
度
同
郡
北
方
村
(

現
一
宮
市
北
方
町
本
郷
)

に
移
転
し
由
緒
正
 

し
い
寺
と
し
て
現
在
に
至
つ
て
い
ま
す
。

「河
野
九
門
徒
」
安
楽
寺
(

小
佐
野
•

現
各
務
原
市
)

を
除
き
全
て
が
当
時
の
尾
張
国
葉
栗
郡
に
属
し
、親
鸞
上
人
の
教
え
に
深
く
感
得
し
、上
人
真
筆
の
名
号
を
与
え
 

ら
れ
た
河
野
四
郎
道
勝
(

入
道
名
•

専
称
坊
)

等
九
人
の
弟
子
。
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④
少
林
寺
跡

鎌
倉
時
代
の
応
長
元
年
(

一
三
一
一
)

、こ
の
地
に
竜
慶
山
少
林
寺
が
建
立
 

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
寺
は
、当
時
の
禅
宗
の
主
流
泳
で
あ
る
臨
済
宗
南
禅
寺
 

派
に
属
し
、宋
(

中
国
)

の
禅
憎
で
あ
る
無
学
祖
元
の
流
れ
を
汲
む
夢
窓
疎
 

石
が
純
粋
な
禅
を
求
め
て
諸
国
を
訪
ね
る
中
、縁
濃
く
水
の
流
れ
清
き
当
 

地
を
寺
を
建
て
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
と
し
て
開
山
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
 

す
。寺

は
壮
大
な
伽
藍
で
、法
灯
が
辺
リ
ー
帯
に
輝
き
、ま
さ
に
仏
教
文
化
の
 

殿
堂
と
し
て
そ
の
誇
り
を
示
す
か
の
よ
ぅ
で
あ
つ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
 

す
。し
か
し
、こ
の
地
を
襲
つ
た
洪
水
に
よ
M
、わ
ず
か
一
七
年
間
の
繁
栄
 

の
幕
を
降
ろ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。現
在
、当
時
の
寺
の
跡
は
木
曽
川
の
 

本
流
の
河
床
に
な
つ
て
い
ま
す
が
、「少
林
寺
」の
地
名
に
そ
の
名
を
と
ど
 

め
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、明
応
八
年
(

一
四
九
九
)

、臨
済
宗
妙
心
寺
旅
の
傑
僧
と
い
わ
れ
 

た
加
茂
郡
和
知
(

現
八
百
津
町
)

出
身
の
東
陽
英
明
を
迎
え
て
開
山
を
し
、 

水
害
を
避
け
て
新
加
納
に
移
し
て
再
興
し
ま
す
が
や
が
て
戦
火
に
あ
い
消
 

失
。江
戸
初
期
に
な
つ
て
藩
主
(

旗
本
)

の
坪
内
氏
が
再
建
し
坪
内
家
の
菩
 

提
寺
ど
し
ま
し
た
。現
在
の
新
加
納
(

各
務
原
市
)

の
少
林
寺
が
そ
れ
で
す
。

-T
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〈史
跡
〉 
学
校
や
官
庁
の
跡

①
博
文
義
校
跡

新
し
い
時
代
の
夜
明
け
ど
も
い
う
べ
き
明
治
に
入
っ
て
間
も
な
い
明
治
五
年
八
月
三
〇
日
、政
府
は
太
政
官
 

本
ぎ
に
よ=
新
し
い
学
校
制
度
を
公
布
。そ
れ
ま
で
の
寺
子
屋
、私
塾
を
す
べ
て
無
く
し
て
六
歳
以
上
の
就
学
す
 

べ
き
児
童
を
調
査
し
、学
校
区
を
き
め
て
学
校
の
設
立
を
強
く
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
学
校
教
育
樊
励
施
策
に
も
と
づ
き
川
鳥
町
内
で
最
初
に
誕
生
し
た
学
校
が
「博
文
義
校
」で
す
。学
 

制
を
定
め
て
か
ら
わ
ず
か
九
ヶ
月
に
滿
た
な
い
同
六
年
五
月
五
日
の
開
校
で
し
た
。校
区
は
松
原
島
、河
田
鳥
、 

笠
田
、松
倉
、小
網
の
五
ヶ
村
及
び
円
域
寺
村
字
、小
屋
場
鳥
、嘉
左
衛
門
島
の
二
地
区
で
松
原
島
の
西
養
寺
の
本
 

堂
を
借
り
て
の
出
発
で
し
た
。開
校
に
当
た
っ
て
は
教
育
思
想
の
普
及
と
そ
の
実
現
に
向
け
た
「郡
長
」や
「区
 

長
」、「戸
長
」、「組
長
」の
努
力
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

教
科
は
潔I

箱
•

球
算
•

習
字
の
三
科
目
で
、生
徒
は
六
歳
か
ら一

五
歳
ま
で
の
入
学
を
許
可
し
た
た
め
児
童
生
 

徒
数
は
一
〇
四
名
(

男
八
七
.

女
一
七
)

と
比
較
的
多
く
盛
況
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、机
は
平
机
 

で
子
ど
も
達
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
座
リ
、ま
さ
に
寺
子
屋
式
の
ま
ま
で
し
た
。
校
舎
は
仮
校
舎
で
の
出
発
で
あ
 

っ
た
た
め
、開
校
か
ら
一
年
後
の
同
七
年
七
月
に
松
原
島
村
字
三
ッ
屋
に
校
舎
を
新
築
し
ま
す
が
、年
を
&
ず
し
 

て
通
学
の
不
便
さ
や
危
険
性
を
理
由
に
同
七
年
五
月
に
「松
倉
義
校
」.
同
年
一
〇
月
に
「聊
善
舍
」、同
一
六
年
四
 

月
、「小
網
島
義
校
」
へ
ど
分
怎
。本
校
自
体
も
同
一
〇
年
、「川
島
学
校
」ど
校
名
を
改
称
、そ
の
後
も
「松
原
島
尋
 

常
小
学
校
」
へ
、更
に
「博
文
尋
常
小
学
校
」
へ
と
校
名
を
改
称
し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

*

「郡
長
」、「区
長
」、
「戸
長
」、「組
長
」ど
は
、明
治
の
新
政
府
の
と
っ
た
施
策
が
県
—
郡
—
市
町
村
へ
行
き
届
く
よ
う
に
定
め
た
機
関
で
あ
る
。当
初
、戸
長
や
組
長
(

総
代
)

は
 

町
村
の
代
表
と
し
て
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
。や
が
て
戸
長
は
任
命
制
と
な
っ
た
が
、明
治
ニ
ニ
年
、市
町
村
制
が
數
か
れ
こ
と
に
よ
っ
て
「郡
•

区
*

尸
•

組
長
」制
度
は
廃
止
さ
 

れ
た
。



博
文
小
学
校
跡

②
博
文
尋
常
小
学
校
跡

r

博
文
尋
常
小
学
校
」は
、明
治
二
六
年
、松
原
島
と
河
田
島
村
と
の
 

境
界
に
校
舎
を
新
築
し
て
以
降
の
校
名
で
す
が
、以
前
を
た
ど
れ
ば
 

本
町
に
初
め
て
誕
生
し
た
「博
文
義
校
」に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。博
文
義
校
は
創
立
間
も
な
く
、通
学
の
不
便
さ
や
増
水
時
の
危

険
性
を
理
由
に
学
校
分
立
時
代
を
迎
え
、同
一
〇
年
に
は
「川
島
学
校
」と
改
称
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

や
が
て
、同
一
九
年
に
へ
ム
布
さ
れ
た
小
学
校
令
の
改
正
を
期
に
廃
校
ど
し
、同
一
一
年
に
は
、河
田
島
村
及
び
松
原
 

島
村
は
組
合
を
設
け
て
川
島
学
校
の
跡
地
に
一
校
を
設
立
し
、「松
原
島
簡
易
科
小
学
校
」を
設
立
し
ま
し
た
。と
は
 

い
え
、修
業
年
限
三
ヶ
年
の
「簡
易
科
」で
あ
つ
た
せ
い
か
入
学
生
も
少
な
く
活
力
を
失
つ
て
い
き
ま
し
た
。そ
れ
に
 

加
え
、同
二
四
年
一
〇
月
二
八
日
発
生
し
た
濃
尾
大
震
災
に
ょ
リ
校
舎
全
壞
、教
具
も
使
用
出
来
ず
財
政
上
の
こ
と
 

も
含
め
、復
旧
に
か
な
U
の
困
難
を
き
た
し
ま
し
た
。

し
か
し
、両
村
の
「お
ら
が
学
校
」へ
の
熱
き
思
い
は
、震
災
ニ
ヶ
月
後
に
河
田
島
村
の
民
家
を
借
り
て
の
開
校
か
 

ら
同
二
六
年
五
月
、松
原
鳥
村
と
河
田
島
村
の
境
界
に
待
望
の
校
舎
を
新
築
す
る
と
と
も
に
翌
年
の
二
七
年
五
月
、 

創
立
時
の
校
名
と
し
て
由
緒
あ
る
「博
文
尋
常
小
学
校
」ど
改
称
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
「寰
業
#
修
学
校
」を
付
設
す
る
な
ど
発
展
を
続
け
ま
す
が
、同
四
一
年
三
月
三
一
日
、「川
島
尋
常
高
 

等
小
学
校
」開
校
に
向
け
て
三
五
年
間
の
長
い
歴
史
の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。以
降
は
、昭
和
一
六
年
ま
で
は
一
〜
 

四
年
生
ま
で
の
分
教
場
と
し
て
、ま
た
村
内
の
他
の
分
教
場
か
ら
五
年
生
の
男
子
の
み
学
ぶ
学
.校
と
し
て
親
し
ま
 

れ
ま
し
た
。



③
小
網
島
尋
常
小
学
校
跡

小
網
島
に
学
校
が
誕
生
し
た
の
は
明
治
六
年
一
〇
月
、川
島
の
地
初
め
て
の
学
校
「博
文
義
校
」よ
り
わ
ず
か
五
 

ヶ
月
後
に
通
学
の
不
便
と
危
私
を
理
由
に
し
て
分
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、当
時
の
小
網
島
は
上
 

中
屋
村
(

現
各
務
原
市
)

と
合
悚
し
て
お
り
、当
地
に
あ
っ
た
「敬
格
学
校
」へ
通
学
し
た
児
童
も
い
ま
し
た
。

や
が
て
、明
治
一
三
年
上
中
屋
村
よ
り
分
離
独
立
し
て
小
網
島
村
に
な
る
と
と
も
に
早
速
学
校
設
立
の
声
が
出
 

始
め
、三
年
後
の
一
六
年
四
月
に
は
小
網
島
村
三
番
地
に
校
舎
を
新
築
し
ま
し
た
。し
か
し
、待
望
の
学
校
も
官
制
 

の
大
改
革
と
い
わ
れ
て
い
る
「学
校
令
」が
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
整
備
.

充
実
を
迫
ら
れ
た
た
め
同
一
九
年
 

や
む
な
く
廃
校
と
な
り
ま
し
た
が
翌
月
に
は
、修
業
年
限
三
ヶ
年
の
「小
網
島
簡
易
科
小
学
校
」と
し
て
新
た
な
ス
 

タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

教
科
は
読
書
、作
文
、習
字
、算
術
の
四
科
目
で
、授
業
は
毎
日
三
時
間
と
短
め
で
し
た
が
そ
れ
で
も
当
時
の
各
家
 

庭
事
情
か
ら
す
れ
ば
全
員
就
学
が
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
 

し
た
。

同
二
四
年
一
〇
月
に
は
濃
尾
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

そ
の
大
き
な
被
害
を
乗
り
越
え
「お
ら
が
学
校
」の
存
続
を
 

強
く
願
っ
て
の
歩
み
も
や
が
て
『児
童
数
の
多
い
設
備
の
 

整
っ
た
学
校
の
方
が
良
い
』と
の
決
断
に
よ
り
、
つ
い
に
同
 

三
一
年
四
月
二
六
日
、松
原
尋
常
小
学
校
と
合
併
し
一
五
 

年
間
の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。



松
金
小
学
校
跡

④
松
倉
尋
常
小
学
校
跡

「松
倉
尋
常
小
学
校
」は
、「お
ら
が
学
校
」の
設
立
を
強
く
願
っ
た
 

松
倉
村
の
人
達
に
よ
っ
て
開
校
し
て
、「博
文
義
校
」よ
U
明
治
七
年
 

五
月
、分
立
し
ま
し
た
。同
年
八
月
に
は
待
望
の
校
舎
が
新
辭
さ
れ
、

児
童
数
六
三
(

男
五
六
.

女
七
)

、教
員
数
二
名
に
よ
る
「松
倉
義
校
」ど
し
て
出
発
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、同
一
九
年
四
月
に
は
文
部
省
「小
学
校
令
」に
そ
っ
た
内
容
の
充
実
を
期
し
「松
倉
尋
常

ffii
l'科
小
学
 

校
」ど
し
て
再
出
発
。早
く
も
翌
五
月
に
は
、簡
易
科
を
廃
し
尋
常
小
学
校
昇
格
の
認
可
を
得
る
な
ど
教
育
へ
の
関
 

心
の
高
さ
と
熱
意
を
示
し
ま
し
た
。し
か
し
、同
二
四
年
 

一
〇
月
二
八
日
発
生
し
た

it?取
大
震
災
に
よ
り
校
舎
倒
 

壞
’民
家
を
借
〇
て
開
校
し
た
も
の
の
復
旧
予
算
の
め
ど
が
立
た
ず
存
続
の
危
機
さ
え
あ
り
ま
し
た
が
幸
い
国
庫
 

補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、同
二
六
年
に
ぅ
れ
し
い
新
築
落
成
式
を
挙
行
。同
三
一
年
に
は
、小
網
島
尋
常
小
学
 

校
と
合
併
し
児
童
数
も
増
加
し
て
き
ま
し
た
。

同
三
四
年
五
月
三
〇
日
に
は
本
町
初
め
て
の
修
業
年
限
ニ
ヶ
年
の
高
等
小
学
校
を
併
設
。就
学
生
徒
数
は
多
く
 

ぁ
リ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、履
修
教
科
は
、修
身
.

読
書
.

習
字
•

算
術
.

日
本
地
理
.

日
本
歴
史
•

図
画
.

唱
歌
.

体
操
、女
 

子
は
裁
縫
を
加
え
て
九
〜
一
〇
と
多
く
の
教
科
を
学
び
ま
し
た
。続
い
て
同
三
六
年
七
月
に
は
「松
倉
工
業
#$

学
 

校
」を
併
設
。そ
の
後
も
発
展
を
続
け
ま
し
た
が
、「川
島
尋
常
高
等
小
学
校
」開
校
に
向
け
て
同
四
一
年
三
月
三
一
 

日
、松
倉
義
校
と
し
て
開
校
以
来
の
三
五
年
間
の
歴
史
を
閉
じ
ま
し
た
。

長
い
歳
月
を
経
、川
島
尋
常
高
等
小
学
校
は
「本
校
」と
し
て
の
役
目
を
終
え
、昭
和
一
六
年
四
月
、「川
鳥
国
民
学
 

校
」に
。さ
ら
に
終
戦
後
の
同
ニ
ニ
年
四
月
、「川
鳥
小
学
校
.

中
学
校
」と
し
て
現
在
に
至
つ
て
い
ま
す
。



⑤
渡
島
尋
常
小
学
校
跡

「渡
島
舉
常
小
学
校
」の
前
身
は
遠
く
川
島
で
初
の
小
学
.

1_1'_|

校
「博
文
義
校
」に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
^
^
 1

島
.

小
学
校
，醉
 

明
治
六
年
一
〇
月
、笠
田
村
及
び
松
原
島
村
.

円
城
寺
村
字
^
^
!
i
 

小
屋
場
鳥
.

**-&
£
:
島
の
一
村
三
区
は
、通
学
の
不
便
さ
^
i
n
K
^

と
危
険
性
を
理
由
に
し
て
開
校
間
も
な
い
博
文
義
校
よ
：；r  
調
_
 

分
立
し
、小
屋
場
島
に
「明
善
舎
」を
設
立
し
ま
す
が
、同
一
六
年
、更
に
通
学
不
便
の
解
消
を
理
由
に
渡
島
.

嘉
左
衛
 

門
島
は
「明
善
南
校
」を
渡
島
に
、笠
田
村
及
び
小
屋
場
島
は
「明
善
北
校
」へ
と
分
立
し
ま
し
た
。

明
善
南
校
は
や
が
て
同
一
九
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
「小
学
校
令
」の
改
正
に
よ
り
や
む
な
く
廃
校
と
な
り
ま
す
 

が
、同
年
の
一
〇
月
に
は
、新
た
に
渡
鳥
•

嘉
左
衛
門
島
の
児
童
の
た
め
の
「渡
鳥
簡
易
科
小
学
校
」を
渡
島
に
設
立
 

し
ま
し
た
。し
か
し
、同
二
四
年
一
〇
月
二
八
日
の
濃
尾
大
震
災
に
よ
リ
校
舍
が
倒
壞
し
、授
業
も
出
来
な
い
状
態
 

が
続
き
ま
し
た
が
仮
小
屋
で
授
業
を
行
ぅ
な
ど
町
内
有
志
や
教
職
員
の
熱
意
と
努
力
に
よ
っ
て
復
活
。翌
年
四
月
 

に
は
、内
容
の
充
実
が
認
め
ら
れ
「渡
島
尋
常
小
学
校
」に
昇
格
。な
ん
と
、翌
同
二
六
年
三
月
に
は
ぅ
れ
し
い
「お
ら
 

が
学
校
」新
校
舍
の
完
成
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
「最
業
補
修
学
校
」を
付
設
す
る
な
ど
発
展
を
続
け
ま
す
が
、同
四
一
年
三
月
三
一
日
、町
内
の
他
の
尋
 

常
小
学
校
と
同
様
に
「川
島
尋
常
高
等
小
学
校
」開
校
に
向
け
て
三
五
年
間
の
長
い
歴
史
の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。 

な
お
、昭
和
一
六
年
三
月
ま
で
は
一
〜
四
年
生
、同
二
五
年
三
月
ま
で
は
一
、二
年
の
分
教
場
と
し
て
、ま
た
地
域
の
 

学
校
と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
ま
し
た
。



©
小
学
校
s

⑥
笠
田
尋
常
小
学
校
跡

笠
田
村
及
び
松
原
島
村
字
渡
島
、円
城
寺
村
字
小
屋
場
島
.

嘉
左
衛
 

門
鳥
の
一
村
三
区
は
、児
童
の
通
学
の
危
険
性
を
理
由
に
明
治
六
年
 

一
〇
月
、開
校
間
も
な
い
「博
文
義
校
」か
ら
分
立
し
て
小
屋
場
島
に
 

「明
善
舎
」を
設
立
し
ま
し
た
。し
か
し
、さ
ら
に
安
全
の
徹
底
を
急
務
 

と
し
て
同
一
六
年
、笠
田
村
の
一
民
家
を
借
り
て
「明
善
北
校
」を
設
 

立
し
同
村
と
円
城
寺
村
字
小
屋
場
島
の
児
童
が
通
い
ま
し
た
。

や
が
て
同
一
九
年
公
布
に
よ
る
小
学
校
令
に
よ
り
い
つ
た
ん
は
廃
 

校
と
な
り
ま
す
が
、翌
月
に
は
内
容
を
整
ぇr

笠
田
簡
易
小
学
校
」と
 

し
て
新
た
な
出
発
を
し
ま
し
た
。同
ニ
ー
年
六
月
に
は
笠
田
村
字
村
 

中
に
待
望
の
校
舎
を
設
立
し
た
も
の
の
、同
二
四
年
一
〇
月
二
八
日
の
濃
尾
大
震
災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
、存
続
の
 

危
機
に
直
面
し
ま
し
た
が
「お
ら
が
学
校
」へ
の
熱
い
思
い
が
か
な
い
村
民
の
尽
力
ど
国
か
ら
の
補
助
金
で
修
繕
が
行
 

わ
れ
、同
三
三
年
に
は
ぅ
れ
し
い
改
築
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、そ
の
間
に
簡
易
科
か
ら
念
願
の
尋
常
小
 

学
校
へ
昇
格
。同
三
六
年
に
は
「褒
業
補
修
学
校
」を
付
設
、同
三
八
年
に
は
「唱
歌
」.
「体
操
」を
加
ぇ
教
科
の
充
実
を
 

め
ざ
す
な
ど
発
展
を
続
け
ま
し
た
が
「川
島
尋
常
高
等
小
学
校
」の
開
校
に
向
け
て
同
三
一
年
三
月
三
一
日
、明
善
舍
開
 

校
以
降
の
三
四
年
間
の
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

し
か
し
、廃
校
以
降
も
昭
和
三
七
年
八
月
「川
島
大
橋
」が
完
成
し
た
翌
九
月
に
閉
校
さ
れ
る
ま
で
の
長
い
年
月
に
 

わ
た
り
一
年
生
〜
四
年
生
の
川
島
町
嗜
一
の
分
教
場
と
し
活
躍
し
、笠
田
の
人
達
に
最
も
親
し
ま
れ
た
学
校
で
し
た
。
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旧
川
島
村
役
煬
、之
跡
メ
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画
メ

⑦
旧
川
島
村
役
場
跡

明
治
五
年
(

一
八
七
二
)

、そ
れ
ま
で
の
村
三
役
(

庄
 

屋
、組
頭
、百
姓
代
)

の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、新
た
に
、 

村
に
戸
長
を
置
き
戸
長
役
場
が
で
き
ま
し
た
。明
治
 

一
七
年
(

一
八
八
四
)

に
は
、五
ヶ
村
(

小
網
島
、松
倉
、 

河
田
島
、松
原
島
、笠
田
)

で
組
合
戸
長
役
場
を
つ
く
 

つ
て
松
原
島
村
(

現
西
養
寺
東
側
)

に
置
き
、こ
れ
ょ
 

り
戸
長
は
官
選
と
な
り
ま
し
た
。明
治
ニ
ニ
年
(

一八 

八
九
)

に
、市
町
村
制
が
実
施
さ
れ
、上
記
の
五
つ
の
 

村
で
川
島
村
と
な
り
、組
合
戸
長
役
場
は
、そ
の
ま
ま
 

臨
時
役
場
と
な
り
ま
し
た
。明
治
三
〇
年
四
月
に
は
、 

羽
栗
郡
と
中
島
郡
が
合
併
し
て
羽
島
郡
ど
な
り
、羽
 

鳥
郡
川
島
村
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
二
年
(

一
九
二
七
)

川
島
村
役
場
は
、大
字
河
 

田
島
一
〇
四
一
の
四
(

現
役
場
北
の
公
園
)

に
新
築
さ
 

れ
移
転
し
ま
し
た
。



⑧
旧
川
島
町
(

村
)

役
場
跡

小
学
校
の
南
端
に
あ
る
公
園
内
の
こ
の
場
所
は
、旧
川
島
町
(

村
)

 

役
場
が
あ
つ
た
所
で
、そ
の
時
の
正
面
玄
関
の
門
柱
が
、現
在
当
公
園
 

の
西
側
正
門
に
あ
り
ま
す
。

昭
和

明
治
三
〇
年
(

一八九七)

明
治
ニ
ニ
年
(

一八九九)

明
治
一

月

.'A
口

二
年
(

一九二七)

七
年
二
八
八
四
)

五
年
(

一八七二)

|

五
月
•

川
島
村
役
場
が
こ
の
場
所
に
新
築
さ
れ
た
*

羽
島
郡
が
で
き
、羽
島
郡
川
島
村
と
な
つ
た

五
つ
の
村
が
合
併
し
て
川
島
村
が
で
き
た

役
場
を
設
け
た

五
つ
の
村
(

小
網
島
•

松
倉
•

河
田
島
.

松
原
島
•

笠
田
)

組
合
戸
長

各
村
に
戸
長
役
場
を
置
い
た

*
以
降
昭
和
三
一
年
(

一
九
五
六
)

一
〇
月
に
は
、町
制
執
行
に
よ
り
川
島
町
役
場
と
な
り
、昭
和
四
 

七
年
(

一
九
七
二
)

八
月
に
、川
島
町
役
場
新
庁
舎
が
で
き
上
が
り
、四
五
年
間
活
躍
し
た
役
場
も
 

そ
の
使
命
を
終
え
て
幕
を
お
ろ
し
た
の
で
し
た
。
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〈史
跡
〉 
そ
の
他
の
史
跡

①
三
斗
山
島
の
跡

大
正
 

一
〇
年
代
の
は
じ
め
頃
ま
で
の
川
島
付
近
の
木
曾
川
は
、何
 

本
も
の
泳
流
が
あ
り
、そ
れ
に
と
も
な
っ
た
数
ヶ
所
の
島
と
集
落
が
 

で
き
て
い
ま
し
た
。中
で
も
笠
田
島
と
渡
鳥
と
の
間
に
あ
つ
た
中
州
 

で
長
さ
〔東
西
〕約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、幅
(

南
北
)

約
一
二
〇
メ
ー
ト
 

ル
、面
積
約
五
五
，〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
三
斗
山
島
に
は
、当
時
 

三
〇
世
帯
、
一
八
〇
名
余
り
の
人
々
が
度
々
の
洪
水
に
も
ひ
る
む
こ
 

と
な
く
互
い
に
助
け
合
つ
て
く
ら
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、大
正
一
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
木
曾
川
新
河
道
形
成
工
事
 

の
た
め
同
一
四
年
ま
で
に
島
中
全
戸
が
移
転
し
、全
島
が
木
曾
川
本
 

流
の
河
床
と
な
り
ま
し
た
。掘
削
さ
れ
た
土
砂
は
、町
内
の
堤
防
補
 

強
や
池
の
埋
め
立
て
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
に
建
立
さ
れ
た
「三
斗
山
島
跡
」の
石
碑
は
、先
祖
代
々
、 

幾
百
年
も
住
み
着
い
た
こ
の
地
の
歴
史
を
閉
じ
て
か
ら
五
十
年
後
 

の
昭
和
五
〇
年
五
月
、当
時
を
偶
*ふ
よ
リ
ど
こ
ろ
と
し
て
、当
時
の
 

戸
主
名
を
刻
み
長
く
後
世
に
医
え
よ
ぅ
と
す
る
も
の
で
す
。
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1

②
永
代
常
夜
燈

「永
代
常
夜
燈
」と
は
、夜
間
、川
を
渡
る
舟
に
川
 

港
の
位
置
を
示
す
た
め
に
一
晩
中
灯
り
を
つ
け
た
 

石
塔
の
こ
ど
で
す
。

水
量
豊
か
な
木
曽
川
は
、特
に
室
町
時
代
、交
易
 

が
盛
ん
に
な
る
に
従
い
木
材
の
輸
送
に
欠
か
せ
な
 

い
川
で
あ
る
ど
同
時
に
人
々
の
交
通
.

運
輸
に
活
用
 

さ
れ
、日
常
生
活
物
資
の
輸
送
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
ま
し
た
。中
で
も
、他
村
と
の
交
易
を
舟
便
に
頼
つ
て
き
た
川
島
は
、木
曾
川
流
域
の
物
資
輸
送
の
中
 

心
港
で
あ
っ
た
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
の
「笠
松
港
」(
現
笠
松
町
)

ど
の
関
係
が
深
く
、夜
中
で
も
多
く
の
舟
が
 

川
港
に
出
入
り
し
、常
夜
燈
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

今
こ
こ
木
曽
川
本
流
の
左
岸
提
防
に
あ
る
永
代
常
夜
燈
は
、文
政
一
三
年
(

一
八
三
三
)

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

当
時
、川
島
に
は
こ
こ
「松
倉
港
」と
「河
田
港
」(
現
河
田
橋
付
近
)

の
ニ
ヶ
所
の
川
港
が
あ
り
ま
し
た
。
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③
伊
八
島
水
没
遺
跡

遺
跡
松
倉
伊
八
烏
水
没
遺
跡
 
この北灼一

「伊
八
島
水
没
遺
跡
」は
、昭
和
四
〇
年
 

代
後
半
、松
倉
町
伊
八
鳥
の
中
州
か
ら
地
 

域
の
方
々
が
古
い
土
器
の
破
片
を
発
見
さ
 

れ
た
こ
ど
を
5
つ
か
け
に
し
て
発
掘
さ
れ
 

た
木
曽
川
河
川
数
内
の
河
。床
遺
跡
で
す
。

出
土
し
た
物
は
「壺
形
土
器
」•
「高
杯
形
土
 

器
」•
「器
台
形
土
器
」•
「鉢
形
土
器
」.
「か
 

め
形
土
器
」等
、弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
 

時
代
前
期
に
か
け
て
の
日
常
の
く
ら
し
や

祭
事
に
用
い
た
多
数
の
土
器
に
加
え
て
農
耕
用
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
「平
鍬
」等
の
木
器
で
し
た
。い
ず
れ
も
 

水
没
遺
跡
と
し
て
粘
土
で
お
お
わ
れ
て
い
た
た
め
よ
い
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、古
代
に
は
木
曾
川
が
何
本
か
に
分
か
れ
て
お
り
、こ
の
時
代
の
伊
八
島
付
近
で
も
農
耕
集
 

落
が
ぁ
リ
米
作
リ
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、本
遺
跡
の
北
隣
の
砂
礫
の
河
原
か
ら
井
戸
が
ニ
ケ
所
発
見
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
内
の
ー
ヶ
所
は
ほ
ぼ
 

完
全
な
形
で
収
集
さ
れ
ま
し
た
。遺
構
か
ら
鎌
倉
時
代
の
物
と
思
わ
れ
、保
存
状
態
か
ら
い
え
ば
全
国
的
に
も
 

価
値
の
高
い
物
と
い
え
ま
す
。

現
在
発
掘
さ
れ
た
土
器
並
び
に
丼
戸
は
、r

ふ
る
さ
ど
史
料
館
」に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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④
樫
大
神

戦
国
の
世
で
あ
っ
た
天
文
年
間
(
一
五
三
二
，

五
五
五
)

、こ
の
地
に
「松
倉
域
」が
築
か
れ
て
い
た
 

当
時
、こ
の
小
網
鳥
と
松
倉
上
の
島
と
の
境
に
樫
の
 

大
木
が
そ
び
ぇ
て
い
ま
し
た
。「樫
大
神
」ど
呼
ば
れ
 

る
に
■

ふ
さ
わ
し
い
見
事
な
大
木
で
四
方
か
ら
眺
め
 

る
こ
と
が
で
き
、水
陸
の
交
通
の
指
標
と
し
て
大
き
 

な
役
割
り
を
果
た
し
て
き
た
と
伝
ぇ
ら
れ
て
い
ま
す
 

が
い
つ
の
頃
か
枯
れ
始
め
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
 

ま
せ
ん
。

こ
の
樫
の
大
木
の
下
に
、松
倉
域
主
で
あ
っ
た
坪
内
氏
の
墓
が
あ
り
、約
四
〇
〇
年
間
守
リ
続
け
ら
れ
て
き
ま
 

し
た
が
、い
わ
れ
あ
る
大
木
が
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ょ
ぅ
に
と
明
治
四
三
年
(

一
九
一
〇
)

八
月
、当
時
の
 

守
り
役
で
あ
っ
た
故
小
島
清
太
郎
氏
が
こ
の
「樫
大
神
」の
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

今
の
碑
の
位
置
は
、大
正
年
代
終
わ
り
頃
か
ら
始
ま
っ
た
木
曽
川
改
修
工
事
の
た
め
に
七
、八
〇
メ
ー
ト
ル
程
 

南
に
移
つ
て
い
ま
す
が
、そ
の
工
事
の
際
墓
の
跡
か
ら
多
数
の
人
骨
や
土
器
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
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⑤
河
跡
湖

ヱ
ー
ザ
ィ
川
島
エ
園
か
ら
松
倉
町
の
南
 

を
経
て
河
田
町
.

松
原
町
の
北
部
を
流
れ
 

る
鉄
袍
川
と
呼
ん
で
い
る
小
さ
な
流
れ
が
 

あ
り
ま
す
。そ
の
流
れ
の
中
に
、二
つ
の
池
 

が
あ
U
ま
す
が
、こ
れ
が
河
跡
湖
で
す
。こ 

の
河
跡
湖
は
昔
の
洪
水
の
足
跡
ど
も
い
ぅ
 

べ
き
も
の
で
当
時
に
ほ
ぼ
近
い
姿
を
ど
ど
 

め
て
今
日
ま
で
残
つ
て
お
り
、き
わ
め
て
 

貴
重
な
遺
跡
ど
言
え
ま
す
。

こ
の
河
跡
湖
は
、木
曽
川
天
正
の
大
洪
 

水
(

一
五
八
六
年
)

や
安
政
四
年
(

一八五七 

年
)

の
大
洪
水
、さ
ら
に
大
正I

〇
年
(

一

 

九
二I

年
)

の
木
曽
川
上
流
改
修
工
事
等
 

を
経
て
、現
在
ど
ほ
ぼ
同
じ
形
に
な
り
ま
 

し
た
。

こ
の
河
跡
湖
一
帯
は
植
物
や
昆
虫
•

野
 

鳥
.

淡
水
魚
等
の
宝
庫
と
な
つ
て
い
ま
す
。
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6

小
島
三̂
博
士
生
延
之
也

⑥
小
島
三
郎
博
士
生
誕
の
地

今
も
日
本
伝
染
病
予
防
医
学
の
第
一
人
者
と
し
て
後
世
に
名
を
 

と
ど
め
て
お
ら
れ
る
小
島
三
郎
博
士
は
、明
治
ニ
ー
年
八
月
ニ
ー
日
 

こ
の
地
河
田
鳥
村
三
九
番
地
に
て
当
時
の
葉
栗
郡
(

現
羽
島
郡
四
町
 

並
び
に
羽
島
市
竹
鼻
町
な
ど
)

の
区
長
で
あ
つ
た
巌
田
弾
之
丞
氏
の

三
男
と
し
て
出
生
さ
れ
ま
し
た
。滿
四
歳
で
入
学
を
認
め
ら
れ
兄
ど
共
に
博
文
尋
常
小
学
校
へ
入
学
。英
才
ぶ
り
を
 

発
，
し
な
が
ら
岐
旱
中
学
校
へ
造
学
。そ
の
後
実
業
家
へ
の
大
志
を
抱
い
て
東
京
高
等
商
業
学
校
(

現
一
橋
大
学
)

へ 

進
学
さ
れ
ま
し
た
が
松
倉
の
開
業
医
で
あ
つ
た
親
類
の
小
島
家
の
養
子
と
な
る
こ
ど
に
ょ
つ
て
医
学
の
道
へ
転
身
 

さ
れ
、第
七
高
等
学
校
(

鹿
児
鳥
)

を
経
て
東
京
帝
国
大
学
医
学
科
を
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
一
年
余
、郷
里
の
下
中
屋
村
(

現
各
務
原
市
)

の
医
院
で
医
療
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
が
、地
方
農
村
の
医
療
 

_
生
の
現
状
に
ふ
れ
、『医
療
衛
生
の
道
を
歩
む
こ
と
こ
そ
全
生
命
を
捧
げ
る
に
値
す
る
』ど
の
決
意
の
も
と
に
三
三
 

歳
に
し
て
再
度
上
京
さ
れ
伝
染
病
研
究
所
に
動
務
を
さ
れ
ま
し
た
。以
来
、東
京
大
学
教
授
、国
立
衛
生
予
防
研
究
所
 

長
を
は
じ
め
数
々
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、ま
さ
に
衛
生
予
防
医
学
会
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
間
 

に
あ
つ
て
特
に
、赤
齊
、ィ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
を
始
め
と
す
る
各
種
伝
染
病
に
関
す
る
幾
多
の
貴
重
な
研
究
や
疾
病
予
 

防
の
分
野
で
の
ご
指
導
は
、わ
が
国
公
衆
衛
生
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
さ
れ
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
 

ん
。ま
た
、馬
術
や
水
泳
.

ス
キ
ー
に
も
親
し
ま
れ
る
と
と
も
に
団
体
の
会
長
等
役
員
ど
し
て
も
活
躍
さ
れ
、ス
ポ
ー
 

ツ
を
国
民
の
体
力
増
進
の
面
か
ら
も
奨
跳
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、昭
和
三
七
年
九
月
九
日
、病
の
た
め
惜
し
ま
れ
な
 

が
ら
七
四
年
の
気
品
と
気
概
に
満
ち
た
t
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。



/
JF

川
島
町
で
は
、将
来
の
天
然
記
念
物
ど
し
て
指
定
 

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
樹
木
を
保
護
樹
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、七
本
の
樹
木
が
あ
り
ま
す
が
、ほ
と
ん
ど
 

が
神
社
や
個
人
の
所
有
物
と
な
つ
て
い
ま
す
。

(7)ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
(

バ
ラ
科
)

一
般
の
サ
ク
ラ
よ
り
早
め
に
開
花
し
ま
す
。花
の
時
期
 

が
春
の
お
彼
岸
の
頃
な
の
で
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
と
い
ぅ
名
 

前
が
つ
い
て
い
ま
す
。

葉
よ
り
先
に
淡
紅
色
の
美
し
い
花
を
つ
け
ま
す
。

松
倉
町
神
明
神
社
境
内

樹
齢
 I
〇
〇
年
(

推
定
)

太
さ
 

1

、七
〇
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

昭
和
六
一
年
六
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



:-<)ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
(

モ
ク
セ
イ
科
)

別
名
な
ん
じ
や
も
ん
じ
や
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
県
の
；k
馬
ど
愛
知
.

岐
卓
.

三
重
.

長
野
県
南
部
の
木
曽
川
•

庄
川
流
域
に
自
生
し
ま
す
が
、そ
の
数
は
 
護 

き
わ
め
て
少
な
く
貴
重
な
樹
木
で
す
。豊
田
さ
ん
は
、自
宅
に
自
生
す
る
こ
の
ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
を
親
木
に
し
 
^

 

て
、た
く
さ
ん
の
苗
木
を
育
て
、岐
車
県
内
は
も
と
よ
り
、全
国
各
地
の
小
中
学
校
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

5
月
初
旬
に
純
白
の
花
が
無
数
に
咲
き
ま
す
。

MBハ
：

_

0
1齪̂

松
倉
町
豊
田
久
司
さ
ん
宅

樹
齢
一
〇
〇
年
(

推
定
)

太
さ
 I、

五
〇
メ
—
ト
ル(

目
通
り
)

昭
和
五I

年
六
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



の
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
(

カ
エ
デ
科
)

別
名
イ
ロ
ハ
カ
エ
デ
、タ
カ
オ
カ
エ
デ
、コ
ノ
ハ
モ
ミ
ジ
。

山
野
に
生
え
、庭
な
ど
に
も
よ
く
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。葉
が
掌
状
に
五
〜
七
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、「い 

ろ
は
に
ほ
へ
と
」と
数
え
た
こ
と
で
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

春
の
新
緑
、秋
の
紅
葉
と
も
に
美
し
く
、モ
ミ
ジ
と
言
え
ば
、こ
の
種
類
を
指
す
ほ
ど
代
表
的
な
樹
木
で
す
。

松
倉
観
音
(

松
倉
公
民
館
西
)

境
内

A

 
樹
齢
 

I

 I

〇
年
へ
推
定
)

太
さ
一
、二
四
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

昭
和
六I

年
六
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



(X)シ
ラ
ヵ
シ
(

ブ
ナ
科
)

山
地
に
生
え
ま
す
。防
風
用
に
人
家
の
ま
わ
り
に
も
植
え
ら
て
き
ま
し
た
。材
が
白
み
を
帯
び
る
こ
と
か
ら
 

名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。十
〇
月
頃
に
実
が
で
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ド
ン
グ
リ
の
実
で
す
が
、小
粒
で
す
。

松
倉
観
音
(

松
倉
公
民
館
西
)

境
内

樹
齢
 I

〇
〇
年
(

推
定
)

太
さ
 I

、六
ニ
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

昭
和
六I

年
六
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



g
キ
サ
サ
ゲ
(

ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
)

中
国
原
産
の
樹
木
。古
く
か
ら
薬
用
植
物
と
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、河
川
や
小
川
の
ほ
と
U
な
ど
に
野
 

生
化
し
た
も
の
が
±,貧
し
て
い
ま
す
。

果
実
が
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ひ
も
状
と
な
り
ま
す
。こ
れ
を
サ
サ
ゲ
に
た
と
ぇ
、木
の
サ
サ
ゲ
と
名
付
け
ら
 

れ
ま
し
た
。果
実
に
は
利
尿
作
用
が
あ
り
、賢
臓
病
の
薬
に
な=

ま
す
。材
は
軽
い
の
で
、下
駄
.

版
木
な
ど
に
 

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

I
I

1
.

松
原
町
神
明
神
社
境
内

樹
齢
七
〇
年
(

推
定
)

太
さ
 I、

五
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

昭
和
五I

年
六
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



:R
ア
ベ
マ
キ
(

ブ
ナ
科
)

か
つ
て
は
、薪
炭
の
材
料
と
し
て
植
林
さ
れ
ま
し
た
が
、今
は
、シ
ィ
タ
ケ
栽
培
の
原
木
と
し
て
利
用
さ
れ
 

て
い
ま
す
。

ク
ヌ
ギ
に
よ
く
似
て
い
て
別
名
コ
ル
ク
ク
ヌ
ギ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。樹
皮
か
ら
コ
ル
ク
が
と
れ
る
の
で
 

こ
の
別
名
が
あ
リ
ま
す
。

西
日
本
に
自
生
し
て
い
ま
す
。実
は
や
や
大
き
め
の
ド
ン
グ
リ
と
な
り
ま
す
。

情
^

一

か
わ
し
ま
幼
稚
園
園
内

樹
齢
ー
ニ
〇
年
(

推
定
)

太
さ
二
'

I

 

メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

高
さ
一
五
メ
—
ト
ル
 

昭
和
五
二
年
四
月
指
定

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会



(+)カ
シ
ノ
キ
(

ブ
ナ
科
)

伊
勢
神
宮
の
造
営
に
使
用
す
る
材
木
を
、ご
神
木
と
 

い
い
二
〇
年
目
ご
と
に
木
曽
山
中
か
ら
切
り
出
さ
れ
、 

ご
神
木
の
お
狩
り
さ
げ
が
木
曾
川
を
利
用
し
て
行
わ
れ
 

ま
し
た
。こ
の
シ
ラ
カ
シ
は
、ご
神
木
の
お
立
寄
所
と
言
 

わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
木
の
枝
を
折
る
と
目
が
つ
ぶ
れ
 

る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、笠
田
地
区
で
は
大
切
に
 

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

笠
田
仙
田
野
堤
(

か
さ
だ
広
場
南
)

樹齢 I
五〇年
(

推
定
)

太
さ
 I、
八
メ
—
ト
ル
(

目
通
り
)

 

昭和五一年六月指定

川島町文化財保護審議会



①
ふ
る
さ
と
史
料
館
(

町
民
会
館
四
階
)

川
島
町
の
歴
史
は
、緑
豊
か
な
自
然
と
木
曽
州
の
清
流
ど
と
 

も
に
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
麼
史
の
中
に
は
度
重
な
る
 

洪
水
に
よ
る
被
害
を
乗
り
越
え
、し
た
た
か
に
生
き
る
こ
の
地
 

の
人
達
の
く
ら
し
が
あ
り
、豊
か
な
文
化
を
育
ん
で
き
た
人
達
 

の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
史
料
館
に
は
、そ
ぅ
し
た
先
人
の
生
活
の
跡
や
自
 

然
の
移
り
変
わ
〇
の
様
子
が
豊
富
な
資
料
や
ビ
デ
オ
で
分
か
り
 

や
す
く
艮
示
し
て
あ
り
ま
す
。

実
物
の
帆
掛
け
舟
を
使
い
、か
つ
て
生
業
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
 

た
丸
石
(

玉
石
)

拾
い
の
場
面
を
再
現
し
VCり
、「岡
田
式
わ
た
 

し
」と
い
ぅ
川
島
独
自
の
渡
し
舟
の
模
型
の
展
示
、さ
ら
に
は
 

川
祭
り
、村
芝
居
、花
火
な
ど
の
紹
介
。

織
物
•

養
香
•

撚
糸
の
道
具
が
展
示
し
て
あ
り
、香
が
卵
か
ら
繭
 

を
つ
く
り
製
品
と
し
て
出
荷
さ
れ
る
ま
で
の
様
子
。
(

ビ
デ
オ
)

美
濃
•

尾
張
の
様
式
が
混
在
し
た
川
島
地
域
で
の
衣
■

食
•

住
の
 

生
活
用
具
や
洪

7k?に
苦
労
し
た
人
々
の
足
跡
(

ビ
デ
オ
)



②
川
ま
つ
り
資
料
館

川
ま
つ
U
に
使
わ
れ
る
二
艘
の
「や
ま
」を
大
切
に
保
存
し
た
 

い
と
昭
和
六
二
年
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。数
地
面
積
は
、
一二
〇
 

平
方
メ
 

ー
ト
ル
、棟
ま
で
の
高
さ
が
九
メ
 

ー
ト
ル
あ
リ
、内
部
は
 

二
艘
のr

や
ま
」と
古
文
書
•

祭
礼
道
具
が
保
管
し
て
あ
り
ま
す
。 

渡
地
区
の
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
に
依
頼
す
れ
ば
、見
学
さ
 

せ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

渡
町
八
幡
神
社
境
内



③
親
子
三
代
我
が
家
の
資
料
館

こ
の
資
料
館
は
野
田
家
親
子
三
代
(

明
治
.

大
正
.

昭
和
年
代
)

 

に
わ
た
る
家
業
や
生
活
用
具
を
展
示
し
た
も
の
で
ど
れ
も
手
垢
 

の
に
じ
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
す
。

し
た
が
つ
て
こ
れ
ら
の
用
具
は
当
時
の
渡
町
の
人
々
の
生
活
 

の
資
料
と
も
言
ぇ
ま
す
。

野
田
薫
さ
ん
が
大
切
に
集
め
ら
れ
た
一
〇
〇
〇
点
ほ
ど
の
収
 

蔵
品
が
あ
り
ま
す
。

0
1
1
1
1
^



④
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館

く
す
り
博
物
館
の
主
な
活
勳
内
容
は
、
(1)医
薬
の
 

歴
史
.

文
化
に
関
わ
る
史
資
料
お
よ
び
図
書
の
収
集
.

 

保
存
.

調
査
研
究
.

展
示
•

普
及
活
勳
、⑵
薬
草
園
の
管
 

理
と
一
般
公
開
で
す
。こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、「健
 

康
に
関
す
る
知
識
欲
と
好
奇
心
を
滿
た
し
て
人
生
 

を
楽
し
み
た
い
」と
い
ぅ
み
な
さ
ま
を
応
援
し
、同
時
 

に
医
薬
史
の
研
究
.

調
査
活
動
に
も
ご
協
力
し
て
い
 

ま
す
0

こ
の
博
物
館
は
、I

九
七
一
(

昭
和
四
六
)

年
六
月
 

に
内
藤
豊
次
に
よ
つ
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。内
藤
豊
 

次
は
、エ
ー
サ
ィ
㈱
の
創
業
者
.

内
藤
記
念
科
学
振
興
 

財
団
の
設
立
者
で
、「薬
学
.

薬
業
の
発
展
を
伝
え
る
 

貴
重
な
史
資
料
が
失
わ
れ
、後
世
に
悔
い
を
残
す
お
 

そ
れ
が
あ
る
…
」ど
考
え
、多
く
の
方
の
ご
協
力
を
得
 

て
博
物
館
を
開
設
し
ま
し
た
。

収
蔵
資
料
は
約
五
万
点
あ
U
、そ
の
ぅ
ち
特
に
資
 

料
価
値
の
高
い
も
の
を
選
ん
で
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。



お
わ
り
に

今
回
の
改
訂
版
を
発
刊
す
る
こ
ど
に
つ
い
て
は
、新
し
い
写
真
の
差
し
替
え
や
、カ
ラ
ー
化
と
 

共
に
、記
述
の
変
更
を
行
い
、小
中
学
生
に
も
理
解
が
容
易
な
文
体
に
改
め
、内
容
も
で
き
る
だ
け
 

詳
し
く
豊
富
な
も
の
と
し
、学
習
や
授
業
に
も
利
用
し
や
す
い
よ
ぅ
配
慮
し
ま
し
た
。

昨
令
、社
会
の
変
革
と
共
に
経
済
重
視
の
風
潮
も
手
伝
っ
て
、貴
重
な
文
化
遺
産
が
失
わ
れ
つ
 

つ
あ
り
ま
す
。川
島
町
も
大
き
な
橋
や
道
路
も
で
き
、住
宅
化
が
す
す
み
、と
も
す
る
と
そ
れ
ら
郷
 

土
の
貴
重
な
文
化
へ
の
関
心
が
ぅ
す
く
な
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
に
あ
る
歴
史
を
振
リ
返
リ
、大
切
に
し
、現
在
を
見
直
す
こ
と
に
よ
つ
て
、将
来
の
ふ
 

る
さ
と
を
築
い
て
い
く
展
望
も
開
け
る
と
思
い
ま
す
。ま
た
、地
域
の
文
化
財
を
自
分
の
足
で
訪
 

ね
、自
分
の
目
で
見
、先
人
た
ち
の
知
惠
や
苦
労
に
触
れ
る
こ
と
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
冊
子
が
ふ
る
さ
と
川
島
に
つ
い
て
の
関
心
と
興
味
を
も
つ
て
い
た
だ
く
よ
す
が
と
 

な
れ
ば
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
り
ま
す
。研
究
調
査
な
ど
、ま
だ
ま
だ
不
充
分
で
す
が
、令
後
更
に
稿
 

を
改
め
て
、
一
層
充
実
し
た
も
の
に
い
た
し
た
い
と
思
つ
て
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
の
作
成
に
は
、川
島
町
ふ
る
さ
と
史
料
館
指
導
員
の
各
務
孝
男
氏
、川
島
町
公
民
館
 

指
導
員
の
遠
藤
英
雄
氏
、羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
主
事
の
薊
谷
忠
氏
に
多
大
な
お
骨
 

折
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
こ
に
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。

平
成
一
五
年
三
月

川
島
町
文
化
財
保
護
審
議
会
 

会
長
 
田
中
正
夫



編
集
委
員

平
成I
四
年
度
文
化
財
保
護
審
議
会

会
 
長
 

副
会
長
 

委
 
員

田
中
 

森1
 

脇
田
 

川
瀬
 

脇
田

正
夫
 

和
夫
 

t
t
-
-

永
三
 

允
義

ふ
る
さ
と
史
料
館
 

指
導
員
 

川
島
町
公
民
館
 

指
導
員
 

社
会
教
育
主
事
31U谷
 

羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会
 

社
会
教
育
課
長
川
島
敏
美
 

社
会
教
育
主
事
藤
澤
尚
樹

各
務
孝
男

遠
藤
英
雄
 

忠

か
わ
し
ま
史
跡
と
保
護
樹

発
行
日

.

初
 
版
平
成
四
年I
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吉
日
 

.

第I

回
改
訂
版
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成
九
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五
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日
 

•

第
二
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改
訂
版
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五
年
三
月
吉
日
 

発
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町
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事
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局

.

川
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町
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民
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