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「
大
洲
っ
て
、
ど
ん
な
町
で
す
か
？
」

　

市
外
の
方
と
話
を
す
る
と
よ
く
聞
か
れ
る
質
問
で
す
︒
中
学
生
の
皆
さ
ん
は
︑
ど
う
答
え
ま
す
か
︒
反
対
に
︑
他
の
地
域
の
歴
史
や

文
化
を
聞
い
た
と
き
︑
自
分
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
知
ら
な
け
れ
ば
︑
違
い
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
本
当
に
相
手
の
地
域
の

こ
と
を
理
解
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
わ
が
町
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
︑
他
の
地
域
や
異
文
化
を
理
解
す
る
出
発
点
に
な
り
ま
す
︒

　

大
洲
市
歴
史
副
読
本
は
︑
安
土
・
桃
山
時
代
か
ら
現
在
ま
で
先
人
た
ち
が
築
き
︑
語
り
継
い
で
き
た
当
市
の
歴
史
や
守
っ
て
き
た
文
化
を

ま
と
め
て
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
出
会
う
友
人
や
恋
人
︑
職
場
の
同
僚
や
上
司
︑
大
洲
を
訪
れ
る
旅
行
者
な
ど
に
大
洲
の
こ
と
を
紹

介
す
る
材
料
に
な
り
ま
す
︒
ど
う
か
自
分
の
言
葉
で
大
洲
の
歴
史
や
文
化
を
多
く
の
方
々
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
︒

　

こ
の
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
︑
大
洲
の
長
い
歴
史
の
一
部
分
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
こ
の
本
が
︑
も
っ
と
詳
し
く
大
洲
の
こ
と
を
勉
強

す
る
き
っ
か
け
と
な
り
︑
そ
し
て
︑
将
来
の
道
標
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
︒

　

大
洲
で
生
ま
れ
た
こ
と
︑
大
洲
で
育
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
︑
大
人
に
な
っ
た
と
き
︑
未
来
の
子
供
た
ち
に
も
大
洲
の
歴
史
を
語

り
継
い
で
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
︒

　
　
　
　
　

２
０
１
６
︵
平
成
28
︶
年
３
月

前
大
洲
市
長　

清　

水　
　

裕

巻
頭
言
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「
汝
の
郷
土
を
開
発
す
る
者
は
汝
自
ら
な
り
」

　

こ
の
言
葉
は
︑
昭
和
29
年
か
ら
旧
大
洲
市
の
初
代
教
育
長
を
務
め
ら
れ
︑
上
須
戒
で
明
玄
農
士
道
場
を
創
設
さ
れ
た
梶
谷
永
五
郎
氏

の
教
え
で
す
︒
朝
起
き
て
顔
を
洗
う
時
︑
当
た
り
前
の
よ
う
に
蛇
口
か
ら
水
が
出
る
の
は
︑
水
道
を
引
く
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た

先
人
の
お
陰
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
今
私
た
ち
が
豊
か
な
生
活
を
送
れ
る
の
は
︑
先
人
の
努
力
の
積
み
重
ね
が
あ
る
か
ら
で
す
︒

　

﹁
な
ぜ
今
が
あ
る
の
か
？
﹂
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

物
事
を
考
え
る
時
︑
私
た
ち
は
過
去
の
自
分
の
経
験
に
照
ら
し
な
が
ら
︑
ど
う
す
る
か
を
考
え
判
断
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
自
分
が

経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
︑
未
来
を
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
の
で
す
︒

　

こ
の
歴
史
副
読
本
に
も
︑
未
来
を
考
え
る
多
く
の
ヒ
ン
ト
が
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
大
洲
の
歴
史
や
文
化
︑
先
人
の
営
み
を
学
び
ふ
る

さ
と
大
洲
へ
の
思
い
を
深
め
︑
こ
の
学
び
を
き
っ
か
け
に
し
て
︑
世
界
の
歴
史
や
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
多
く
の
人
に
出
会
っ
て
話
を
聞
き
︑
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
み
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
向
か
う
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
し
な
が
ら

未
来
に
向
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
︒

　

中
学
生
の
皆
さ
ん
が
︑
こ
れ
か
ら
の
大
洲
の
歴
史
に
︑
新
た
な
一
頁
を
加
え
て
く
だ
さ
り
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
力
強
く

切
り
拓
い
て
い
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
︒

２
０
２
０
︵
令
和
２
︶
年
12
月

大
洲
市
長　

二　

宮　

隆　

久

2



肱
川
の
分
身

ア
ユ
ち
ゃ
ん

　い
つ
の
頃
か
ら
か
肱
川
に
住

み
着
い
て
い
る
。
見
た
目
は
元
気

い
っ
ぱ
い
の
女
の
子
だ
が
、
移
り

ゆ
く
ふ
る
さ
と
大
洲
の
歴
史
を

ず
っ
と
見
守
っ
て
き
た
、
歴
史
の

生
き
証
人
で
あ
る
。

　肱
川
や
大
洲
の
こ
と
を
誰
よ

り
も
愛
し
て
い
る
。
坂
本
龍
馬
が

脱
藩
し
た
際
に
は
、
龍
馬
の
道

案
内
を
し
た
と
い
う
う
わ
さ
も
。

は
じ
め
に

私
は
、
肱
川
。・
・

・
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近
世
の
始
ま
り 
〜
安
土
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時
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ま
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と
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・
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12

❷ 
日
本
儒
学
に
影
響
を
与
え
た 
姜
沆 
・

・

・

・

・

・

・

・

13
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金
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石
寺
と
十
夜
ヶ
橋 
・

・

・

・
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15
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大
洲
城
と
脇
坂
安
治 
・
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大
洲
藩
　
加
藤
家
の
治
世

❶ 
事
業
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１
）
初
代
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加
藤
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（
４
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江
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治
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（
１
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日
本
陽
明
学
の
祖
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（
３
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３
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縄
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縄
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１
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独
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（
２
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３
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２
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・
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２
章

第
３
章
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お
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は
じ
め
に

私
は
︑
肱

ひ

じ

川
か

わ

︒

　

太
古
の
昔
か
ら
︑
こ
の
地
域
に
降
っ
た
雨
水
を
集
め
て
︑　

私
は
︑
瀬
戸
内
海
の
伊
予
灘
へ
と
流
れ
続
け
て
い
ま
す
︒

ひ
と
た
び
多
く
の
雨
が
降
れ
ば
︑
雨あ

ま

樋ど
い

が
雨
水
を
集
め
︑

勢
い
よ
く
流
れ
る
よ
う
に
︑
私
は
︑
多
く
の
地
域
で
氾
濫

を
起
こ
す
こ
と
も
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
人
々

が
丹
精
込
め
て
育
て
た
作
物
を
流
し
去
り
︑
人
々
の
暮
ら

し
に
試
練
を
与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
に
は
３

年
に
一
度
︑
明
治
時
代
以
降
︑
昭
和
の
前
半
に
か
け
て
は

２
年
半
に
一
度
の
割
合
で
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
︒

な
か
で
も
昭
和
18
年
の
水
害
は
規
模
が
大
き
く
︑
大
洲
盆

地
が
海
の
よ
う
に
な
り
︑
若
宮
地
区
で
は
家
屋
の
２
階
ま

で
水
が
達
す
る
ほ
ど
で
し
た
︒
34
人
の
犠
牲
者
と
11
人
の

行
方
不
明
者
を
出
し
︑
多
く
の
家
屋
を
流
し
た
り
倒
壊
さ

せ
た
り
し
て
大
き
な
被
害
を
与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

　

そ
こ
で
︑
人
々
は
︑
私
の
氾
濫
を
治
め
る
た
め
に
昭
和
34

年
に
鹿
野
川
ダ
ム
を
作
り
︑
治
水
の
安
全
度
が
高
め
ら
れ

ま
し
た
︒

　

し
か
し
︑
私
は
流
域
に
被
害
を
与
え
た
だ
け
で
は
あ
り

大洲の歴史を   

　　見つめて。
5



肱
川
の

名
の
由
来

　

歴
史
上
初
め
て
肱

川
が
登
場
す
る
の
は
、

１
６
３
８
（
寛
永
15
）

年
で
賢
明
（
京
都
大

覚
寺
権
少
僧
正
）
に

よ
る
「
空
性
法
親
王

四
国
霊
場
巡
行
記
」

の
中
で
「
比
志
の
大

津
城
、
皆
比
志
川
を

楯
に
し
て
」
と
記
載

が
あ
り
ま
す
。
そ
の

名
の
由
来
は
い
く
つ

か
言
い
伝
え
が
あ
り
、

地
蔵
ヶ
嶽
城
建
設
に

伴
う
人
柱
説
や
洪
水

を
沈
静
化
さ
せ
る
た

め
の
い
け
に
え
説
、

肱
川
の
流
路
の
形
態

か
ら
く
る
説
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

ま
せ
ん
︒
肥
沃
な
土
壌
を
も
た
ら
し
︑
豊
か
な
作
物
を
育

て
る
と
い
う
恵
み
も
与
え
て
き
ま
し
た
︒

　

私
の
始
ま
り
は
︑
西
予
市
宇
和
町
正
信
の
標
高
４
６
０

ｍ
の
地
点
で
す
︒

　

私
の
流
れ
は
︑
人
の
ひ
じ
を
曲
げ
た
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
︑
そ
の
た
め
人
々
は
︑
私
を
﹁
肱
川
﹂

と
名
付
け
た
の
で
す
︒
︵
諸
説
あ
り
︑
コ
ラ
ム
参
照
︶

　

正
信
で
発
し
た
流
れ
は
︑
西
予
市
の
宇
和
町
や
野
村
町
︑

そ
し
て
大
洲
市
へ
と
進
み
︑
河
口
の
長
浜
に
至
り
ま
す
︒

こ
の
間
に
は
︑
４
７
４
本
の
支し

川せ
ん

が
あ
り
︑
そ
の
流
域
に
は
︑

大
洲
市
は
も
ち
ろ
ん
︑
西
予
市
や
内
子
町
︑
伊
予
市
︑
砥

部
町
が
含
ま
れ
︑
私
の
流
れ
を
利
用
し
て
︑
経
済
や
文
化

の
面
で
も
盛
ん
に
交
流
が
行
わ
れ
た
も
の
で
す
︒

　

私
の
流
れ
は
︑
と
て
も
穏
や
か
で
︑
水
量
も
豊
か
で
す

か
ら
︑
明
治
の
末
期
に
道
路
が
開
通
す
る
ま
で
は
︑
生
活

物
資
な
ど
の
運
搬
路
や
産
業
の
発
達
を
支
え
る
手
段
と
し

て
︑
多
く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
︑
と
て
も
感
謝
さ
れ
ま
し
た
︒

　

そ
し
て
︑
長
い
歴
史
の
中
で
︑
私
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
見
て
き
ま
し
た
︒

　

例
え
ば
︑
神
話
の
時
代
に
は
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
が
思

い
出
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
大お

お

国く
に

主
ぬ
し
の

命
み
こ
と

と
少

す
く
な

彦ひ
こ

名な
の

命
み
こ
と

は
︑

全
国
の
国
づ
く
り
の
た
め
に
各
地
を
巡
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

肱川と冨士山

（平成24年頃）
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肱川流域図

長浜

大　洲　市

N

伊　予　灘

正
信

「
肱
川
」
っ
て

ど
ん
な
川
？

　

西
予
市
宇
和
町
正
信
の
標
高

４
６
０
ｍ
の
地
点
に
源
流
が
あ
り

ま
す
。
河
口
は
、
源
流
の
ほ
ぼ
北

方
、
直
線
距
離
に
す
る
と
18
㎞
の

所
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
わ
ず
か
18

㎞
を
、
何
と
１
０
３
㎞
を
か
け
て

流
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

１
㎞
下
る
ご
と
に
約
4.5
ｍ
標
高
が

下
が
る
程
度
で
、
川
の
傾
斜
が
緩

や
か
で
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る

の
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
支
川
の
数
が
４
７
４
本

も
あ
り
、
こ
れ
は
全
国
の
河
川
の

中
で
５
番
目
に
多
い
数
な
の
で
す
。

そ
れ
ら
の
支
川
か
ら
集
ま
っ
た
水

が
一
本
の
本
流
に
な
る
の
で
、
大

雨
の
と
き
に
は
洪
水
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
通
常
の
河
川
の
河
口

部
に
は
、
三
角
州
が
発
達
し
ま
す

が
肱
川
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ

肱
川
っ
て

大
変
珍
し
い

川
な
ん
だ
よ
。
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れ
は
、
五
郎
か
ら
長
浜
に
か
け
て

の
地
域
が
、
隆
起
地
帯
で
あ
る
こ

と
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
地
域
に
は
、
も
と
も
と
肱
川

が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
０
万

年
前
ご
ろ
、
こ
の
地
域
が
隆
起
を

始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
隆

起
量
は
10
年
で
数
㎜
で
あ
っ
た
た

め
、
隆
起
し
た
部
分
を
肱
川
の
流

れ
が
削
り
取
り
、
削
ら
れ
な
か
っ

た
部
分
は
山
と
し
て
残
り
、
河
口

ま
で
山
が
迫
る
地
形
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
河

川
を
先
行
性
河
川
と
い
ま
す
。

　

秋
に
な
る
と
、
そ
の
谷
に
な
っ

て
い
る
部
分
を
、
大
洲
盆
地
で
発

生
し
た
霧
が
一
気
に
伊
予
灘
に
向

け
て
吹
き
抜
け
て
い
き
ま
す
。
こ

れ
が
「
肱
川
あ
ら
し
」
で
す
。

　

肱
川
は
、
私
た
ち
大
洲
市
民
に

と
っ
て
は
、
ご
く
身
近
な
川
で
す

が
、
形
態
も
構
造
も
、
気
象
現
象

も
大
変
珍
し
い
川
な
の
で
す
。

い
ま
し
た
︒
あ
の
と
き
は
︑
ち
ょ
う
ど
︑
讃
岐
を
経
て
︑
伊
予
の
国
に
来
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
が
︑
少

彦
名
命
が
病
の
た
め
に
倒
れ
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
少
彦
名
命
を
温
泉
に
入
浴
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
た
ち
ま

ち
病
気
が
治
っ
た
の
で
す
︒
こ
の
湯
が
︑
今
の
松
山
市
の
道
後
温
泉
に
当
た
り
︑
熟に

ぎ

田た

津つ
の

石い
わ

湯ゆ

と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
︒

  

ま
た
︑
少
彦
名
命
が
道
後
を
出
て
︑
壺つ

ぼ

神か
み

山や
ま

を
通
り
︑
菅
田
の
地
に
至
り
︑
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と

で
す
︒
あ
る
老
婆
に
川
の
深
さ
を
尋
ね
る
と
︑
老
婆
か
ら
﹁
そ
こ
は
深
い
﹂
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
﹁
そ
こ
は

浅
い
﹂
と
聞
き
間
違
え
て
し
ま
い
︑
激
流
に
飲
み
込
ま
れ
て
深
み
に
入
り
︑
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
︒

  

私
の
体
の
一
部
で
︑
国
づ
く
り
に
励
ま
れ
た
神
様
が
命
を
落
と
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
で

す
︒
そ
こ
で
︑
後
世
に
少
彦
名
命
の
遺
徳
を
し
の
ん
で
も
ら
う
た
め
に
少
彦
名
神
社
が
造
ら
れ
た
の
で
す
︒

　

最
後
に
︑
肱
川
に
つ
い
て
の
特
徴
と
言
え
ば
﹁
肱
川
あ
ら
し
﹂
を
挙
げ
な
い
訳
に
は
い
け
ま
せ
ん
︒
私
は
四

方
を
山
に
囲
ま
れ
た
大
洲
盆
地
の
中
を
流
れ
て
い
ま
す
︒
秋
か
ら
冬
は
︑
昼
間
の
日
差
し
で
蒸
発
し
た
水
蒸
気
が
︑

夜
間
冷
や
さ
れ
て
︑
し
ば
し
ば
霧
が
発
生
し
ま
す
︒
こ
の
霧
は
︑
大
洲
盆
地
に
深
い
霧
の
海
を
作
り
︑
長
浜
に

流
れ
て
い
っ
て
﹁
肱
川
あ
ら
し
﹂
と
い
う
現
象
を
起
こ
す
の
で
す
︒
古
来
か
ら
︑
私
の
周
り
で
生
活
を
営
ん
で

き
た
人
々
は
︑
私
が
作
る
様
々
な
自
然
現
象
と
共
生
し
︑
今
の
大
洲
市
の
文
化
を
作
り
上
げ
て
き
た
の
で
す
︒　

　

そ
し
て
︑
私
は
︑
今
も
な
お
︑
太
古
の
昔
よ
り
現
在
ま
で
こ
の
地
に
あ
り
︑
こ
れ
か
ら
も
こ
の
地
で
暮
ら
す
人
々

と
と
も
に
生
き
て
い
き
ま
す
︒

　

そ
れ
で
は
︑
こ
こ
か
ら
は
私
に
代
わ
り
本
誌
の
語
り
部
で
あ
る
﹁
ア
ユ
﹂
に
伝
え
さ
せ
ま
す
︒

伊予灘から見た肱川河口
 国土交通省大洲河川国道事務
所提供
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神南山山頂から見た肱川下流域

【長浜大橋】日本最古の跳ね上げ式道路可動橋で、長浜を象徴する景色です。

若宮地区での水害の様子　1943（昭和18）年７月
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１
４
６
７
年
、
京
都
で
起
こ
っ
た

応
仁
の
乱
の
後
、
勢
力
を
失
っ
た
室

町
幕
府
に
代
わ
っ
て
、
日
本
各
地
で

戦
国
大
名
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
を
繰

り
広
げ
ま
し
た
。
織
田
信
長
や
豊
臣

秀
吉
な
ど
、
歴
史
的
に
も
有
名
な
人

物
が
活
躍
し
た
こ
の
時
代
、
わ
が
大

洲
地
方
で
は
ど
ん
な
人
物
が
活
躍

し
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
た
の
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

第
１
章

近
世
の
始
ま
り

〜
安
土
桃
山
時
代

大洲城

大
洲
で
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
っ
て
い
た
の

か
な
ー
？

ぼ
く
知
っ
て
る
け
ど

教
え
な
ー
い
。
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所

在

地
：
大
洲
市
大
洲
９
０
３

開
館
時
間
：
９
時
〜
17
時

　
　
　
　
　

（
札
止
め
16
時
30
分
）

定

休

日
：
年
中
無
休

観

覧

料
：
大
人
５
5
０
円

　
　
　
　
　

小
人
２
2
０
円

　
　
　
　
　

（
中
学
生
以
下
）

臥が

龍
り
ゅ
う

山さ
ん

荘そ
う

と
の
共
通
券
：

　
　
　
　
　

大
人
８
8
０
円

　
　
　
　
　

小
人
３
3
０
円

２
０
２
０（
令
和
２
）
年
６
月
現
在

大
洲
城
に

行
っ
て
み
よ
う
。

藤堂高虎肖像（複製）（原資料西蓮寺蔵／複製愛媛県歴史文化博物館蔵）
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大
洲
城
年
表

１
３
３
１ 

 

宇
都
宮
豊
房
が
地
蔵
ヶ

嶽
に
築
城

１
５
８
５ 

 

小
早
川
隆
景
の
枝
城
と

な
る

１
５
８
７ 

 

戸と

田だ

勝か
つ

隆た
か

が
入
城

１
５
９
５ 

藤
堂
高
虎
が
入
城

１
６
０
９ 

脇
坂
安
治
が
入
城

１
６
１
７ 

加
藤
貞
泰
が
入
城

１
８
８
８ 

 

海
南
新
聞
に
天
守
取
り

壊
し
作
業
の
記
事

１
９
５
３ 

 

大
洲
城
趾
が
県
指
定
史

跡
に
指
定

２
０
０
２ 

天
守
閣
復
元
工
事
起
工

２
０
０
４ 

天
守
閣
復
元
工
事
完
成

（
明
治
21
）

（
昭
和
28
）

（
平
成
14
）

（
平
成
16
）

❶

大
洲
城
の
始
ま
り
と
藤と

う

堂ど

う

高た

か

虎と

ら

（
１
５
５
６
〜
１
６
３
０
）

　

大
洲
市
の
中
心
を
流
れ
る
肱
川
の
ほ
と
り
に
は
︑
２
０
０
４
︵
平
成
16
︶
年
に
往
時
の
姿
で
復
元
さ
れ
た
天

守
閣
が
建
っ
て
い
ま
す
︒
大
洲
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
大
洲
城
の
歴
史
は
︑
鎌
倉
時
代
末
期
︑
伊
予
国
守
護
宇う

都つ
の

宮み
や

豊と
よ

房ふ
さ

の
築
い
た
地じ

蔵ぞ
う

个が

嶽だ
け

城
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
中
世
の
頃
は
︑
宇
都
宮
氏
の
居
城
で
し
た
が
︑

１
５
８
５
年
の
豊
臣
秀
吉
の
四
国
平
定
後
︑
伊
予
国
の
領
主
と
な
っ
た
小こ

早ば
や

川か
わ

隆た
か

景か
げ

に
よ
る
城
の
統
廃
合
に
よ

り
︑
大
洲
城
︵
当
時
は
大
津
城
︶
は
城
と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
様
々
な
人
が
城
主
と
な
り
ま
し
た
が
︑

そ
の
中
で
も
︑
後
の
大
洲
を
形
成
し
て
い
く
に
あ
た
り
︑
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
︑
藤
堂
高
虎
と
脇わ

き

坂さ
か

安や
す

治は
る

で
す
︒

　

高
虎
は
︑
近
江
国
︵
現
在
の
滋
賀
県
︶
出
身
で
す
︒
た
く
さ
ん
の
城
を
築
い
た
こ
と
で
︑
築
城
の
名
人
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
︑
愛
媛
県
内
で
も
今
治
城
や
宇
和
島
城
な
ど
の
名
城

を
築
い
て
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
大
洲
城
も
そ
の
高
虎
に
よ
っ
て
修
築

さ
れ
ま
し
た
︒

　

１
５
９
５
年
︑
高
虎
は
伊
予
宇
和
島
７
万
石
を
豊
臣
秀
吉
か
ら
与
え
ら

れ
ま
し
た
︒
す
る
と
︑
す
ぐ
に
板い

た

島じ
ま

城
じ
ょ
う︵

現
在
の
宇
和
島
城
︶
の
築
城
に

取
り
か
か
り
ま
し
た
︒
そ
の
当
時
︑
大
津
︵
現
在
の
大
洲
︶
は
蔵
入
地
代

官
と
し
て
高
虎
が
治
め
て
い
た
の
で
︑
板
島
城
を
造
っ
て
い
る
間
︑
高
虎

は
大
洲
城
︵
当
時
は
大
津
城
︶
に
居
城
し
ま
し
た
︒
そ
の
２
年
後
の

１
５
９
７
年
︑
秀
吉
は
二
度
目
の
朝
鮮
出
兵
︵
慶
長
の
役
︶
を
行
い
ま
し

た
︒
こ
の
と
き
︑
高
虎
は
大
洲
か
ら
朝
鮮
に
向
か
っ
て
出
陣
し
ま
し
た
︒

そ
れ
に
先
立
っ
て
金き

ん

山ざ
ん

出
し
ゅ
っ

石せ
き

寺じ

に
参
詣
し
︑
武
運
長
久
を
祈
願
し
た
と

旧大洲城（大洲市立博物館蔵）

２
０
０
４
年

（
平
成
16
年
）
に

木
造
で
復
元

さ
れ
た
ん
だ
よ
。
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姜
沆
が
大
洲
を
脱
走
！

　

１
５
９
８
年
５
月
25
日
、
朝
鮮

に
帰
り
た
い
一
心
の
姜
沆
は
、
２

人
の
仲
間
と
と
も
に
大
洲
を
脱
走

し
ま
し
た
。
３
日
後
、
宇
和
島
に

着
き
、
築
城
中
の
宇
和
島
城
の
門

に
秀
吉
に
対
す
る
落
書
き
を
し

て
、
薬や

く

師し

谷だ
に

渓け
い

谷こ
く

に
隠
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
修
行
中
の
老
僧
に
助
け
を

求
め
ま
し
た
が
、
結
局
、
宇
和
島

の
兵
に
捕
ら
え
ら
れ
ま
し
た
。
刑

場
で
処
罰
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し

た
が
、
一
人
の
武
士
に
助
け
ら
れ
、

再
び
大
洲
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

﹁
日
本
高こ

う

麗ら
い

暠こ
う

戦せ
ん

之の

記き

﹂
︵
出
石
寺
住
職
快
慶
の
著
︶
に
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
翌
年
︑
高
虎

は
秀
吉
に
慶
長
の
役
で
の
戦
功
を
認
め
ら
れ
１
万
石
を
加
増
さ
れ
る
と
︑
戦
利
品
の
朝
鮮
鐘
を

金
山
出
石
寺
に
奉
納
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
秀
吉
の
死
後
︑
徳
川
家
康
か
ら
も
信
任
を
得
て
︑
関
个

原
の
戦
い
で
は
東
軍
︵
徳
川
家
康
方
︶
に
加
わ
り
︑
西
軍
︵
石
田
三
成
方
︶
と
戦
っ
て
手
柄
を

立
て
︑
伊
予
半
国
20
万
石
︵
今
治
︑
宇
和
島
︶
を
治
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
高

虎
は
︑
１
６
０
８
年
に
は
津つ

城
じ
ょ
う

︵
三
重
県
津
市
︶
に
入
り
ま
し
た
︒

❷

日
本
儒
学
に
影
響
を
与
え
た 

姜か

ん

沆は

ん

（
１
５
６
７
〜
１
６
１
８
）

　

慶
長
の
役
に
出
兵
し
た
藤
堂

高
虎
は
︑
１
５
９
７
年
10
月
に

朝
鮮
半
島
か
ら
１
０
０
０
人

余
り
の
捕
虜
を
連
れ
て
大
洲

に
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に

朝
鮮
の
儒
学
者
で
あ
る
姜
沆
が

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
︒
姜
沆
は
︑

大
洲
で
10
か
月
ほ
ど
過
ご
し
︑

京
都
に
移
っ
た
後
は
︑
近
世
儒

学
の
祖
と
言
わ
れ
た
藤ふ

じ

原わ
ら

惺せ
い

窩か

と
交
友
し
︑
日
本
の
儒
学
に
大

き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
︒

姜　沆（村上恒夫氏提供）

出石寺の朝鮮鐘
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姜
沆
の
そ
の
後

　

１
５
９
８
年
、
藤
堂
高
虎
は
姜

沆
を
は
じ
め
と
す
る
大
洲
の
捕
虜

を
京
都
に
移
し
ま
し
た
。
京
都
に

移
さ
れ
た
姜
沆
は
、
藤
原
惺
窩
た

ち
に
儒
教
を
教
え
ま
し
た
。
豊
臣

秀
吉
の
死
後
、
徳
川
家
康
は
朝
鮮

と
和
解
し
、
１
６
０
０
年
４
月
、

姜
沆
一
族
は
朝
鮮
に
帰
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
故
郷
の
霊
光
で
子

弟
を
教
え
、
１
６
１
８
年
に
52
歳

で
永
眠
し
ま
し
た
。

　

姜
沆
は
︑
日
本
で
の
約
３
年
の
生
活
の
様
子
を
﹁
看か

ん

羊よ
う

録ろ
く

﹂
と
し
て
書
き
残
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
本
に
は
︑

姜
沆
が
日
本
で
見
聞
き
し
た
こ
と
や
日
本
の
内
情
︑
国
土
の
特
徴
︑
諸
大
名
の
情
勢
な
ど
が
細
か
く
書
か
れ
て

い
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
日
本
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
通
し
て
感
じ
た
様
々
な
思
い
も
見
事
な
漢
詩
で
表
さ
れ
て
い

ま
す
︒
ま
た
︑
朝
鮮
か
ら
大
洲
ま
で
の
行
程
や
大
洲
で
の
捕
虜
と
し
て
の
生
活
の
様
子
な
ど
も
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

　

そ
れ
に
よ
る
と
︑
姜
沆
た
ち
は
船
で
日
本
へ
連
行
さ
れ
︑
対つ

し

ま馬
︵
長
崎
県
︶
か
ら
名な

護ご

屋や

︵
佐
賀
県
唐
津
市
︶
︑

下し
も
の
せ
き

関
を
経
て
︑
長
浜
に
着
き
ま
し
た
︒
上
陸
後
︑
徒
歩
で
大
洲
に
向
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
川
を
渡
っ
て
い
る

途
中
︑
力
尽
き
て
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
付
近
に
い
た
農
夫
が
︑
流
れ
の
中
か
ら
姜
沆
た
ち

を
助
け
上
げ
︑
家
か
ら
雑
炊
と
茶
を
持
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
︒
姜
沆
は
﹁
倭わ

人じ
ん

︵
日
本
人
︶
の
中
に
も
か
く

も
至
誠
の
人
が
あ
る
の
か
﹂
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
︒

　

さ
て
︑
姜
沆
は
︑
当
時
の
大
洲
城
の
付
近
の
様
子
と
し
て
︑
﹁
城
は
高
い
山
の
絶
頂
に
あ
り
︑
山
麓
に
は
長
い

川
が
流
れ
︑
清
ら
か
な
淵
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
︒
姜
沆
は
︑
こ
の
大
洲
城
下
で
︑
約
10
か
月
生

活
を
し
ま
し
た
︒
そ
の
間
︑
学
者
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
生
活
や
行
動
は
優
遇
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
外
出

も
許
さ
れ
︑
大
洲
城
下
や
金
山
出
石
寺
の
僧
な
ど
と
漢
詩
の
交
換
な
ど
を
行
っ
て
交
流
を
深
め
て
い
ま
し
た
︒

　

姜
沆
が
大
洲
に
来
て
か
ら
約

４
０
０
年
後
の

１
９
９
０
︵
平
成
２
︶
年
３
月
︑
姜
沆
の
功
績
を
た
た

え
︑
大
洲
城
の
一
角
で
あ
る
大
洲
市
民
会
館
に
﹁
鴻
儒

姜
沆
顕
彰
碑
﹂
と
い
う
石
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
︒

姜沆顕彰碑（市民会館前）

最
期
は
朝
鮮
に

帰
る
こ
と
が
で
き
て

よ
か
っ
た
ね
。
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❸

金き

ん

山ざ

ん

出
し

ゅ

っ

石せ

き

寺じ

と
十と

夜よ

ヶが

橋は

し

　

姜
沆
と
交
流
の
あ
っ
た
僧
が
住
ん
で
い
た
﹁
金
山
出
石
寺
﹂
は
︑
標
高
８
２
０
ｍ
の
霊
峰
出
石
山
山
頂
に
あ

り
ま
す
︒
真
言
宗
御お

室む
ろ

派は

別
格
本
山
と
し
て
１
３
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
名め

い

刹さ
つ

で
︑
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
︒

ま
た
︑
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
の
一
部
に
も
な
っ
て
お
り
︑
山
頂
か
ら
は
︑
中
国
や
九
州
地
方
︑
そ
し
て
︑
石
鎚

山
を
は
じ
め
と
し
た
四
国
の
連
山
が
望
め
ま
す
︒

　

奈
良
時
代
初
期
に
︑
猟
師
が
鹿
を
追
い
金
山
に
入
っ
た
と
こ
ろ
︑
山
中
に
地
鳴
り
が
響
き
渡
り
︑
岩
が
割
け

て
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
像
が
現
れ
た
と
伝
え
ら
れ
︑
そ
れ
が
出
石
寺
の
本
尊
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
開

山
当
初
は
﹁
雲
峰
山
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
平
安
時
代
前
期
︑
空
海
︵
弘
法
大
師
︶
が
雪
中
修
行
を
行
っ

た
際
に
︑
こ
の
山
に
鉱
脈
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
︑
名
称
を
金
山
と
改
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
現
在
︑

出
石
寺
は
﹁
四
国
別
格
二
十
霊
場
﹂
の
一
つ
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
︒

　

高
虎
が
奉
納
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
﹁
朝
鮮
鐘
﹂
は
国
指
定
の
重
要
文
化
財
で
あ
り
︑
本
堂
に
あ
る
﹁
木も

く

造ぞ
う

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

﹂
は
県
指
定
の
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

﹁
四
国
別
格
二
十
霊
場
﹂
と
言
わ
れ
る
寺
は
︑
市
内
に
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
十
夜
个
橋
永
徳
寺
で
す
︒

こ
こ
は
︑
弘
法
大
師
が
野
宿
を
し
た
と
伝
わ
る
四
国
霊
場
唯
一
の
野
宿
修
行
の
場
で
す
︒

　

今
か
ら
約
１
２
０
０
年
前
︑
弘
法
大
師
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
と
き
︑
近
く
に
民
家
が
な
か
っ
た
の
で
︑
橋
の
下
で
一

夜
を
過
ご
し
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
に
︑
﹁
人
々
は
生
活
す
る
の
が
精
一
杯
で
︑
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
時
間
も
な
く
︑

悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
充
実
し
た
生
活
や
安
ら
か
な
生
活
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
考
え
て
い
る

と
︑
一
晩
が
十
日
ほ
ど
に
も
思
え
る
の
で
す
︒
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
橋
を
「
十
夜
ヶ
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　

大
洲
の
人
々
は
︑
自
分
た
ち
を
思
い
や
っ
て
く
だ
さ
っ
た
弘
法
大
師
に
感
謝
し
て
︑
橋
の
下
に
横
に
な
っ
て

金
山
出
石
寺

十
夜
ヶ
橋
の
寝
弘
法

所
在
地
：
大
洲
市
東
大
洲
１
８
０
８
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大
洲
城
の
木

造
復
元
は
市
民

の

長

年

の

夢

だ
っ
た
の
で
、

我
々
地
元
の
大

工
も
「
ぜ
ひ
携

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
直

訴
。
城
郭
建
築
の
プ
ロ
集
団
と

タ
ッ
グ
を
組
み
、
地
元
の
木
材
や

木
曽
檜
な
ど
、
樹
齢
４
０
０
年
に

も
な
る
木
材
を
用
い
て
復
元
を
行

い
ま
し
た
。
特
に
見
て
ほ
し
い
の

は
伝
統
的
な
木
組
み
。
当
時
の
大

洲
城
の
写
真
や
雛
形
を
も
と
に
建

て
ら
れ
た
の
で
、
よ
り
リ
ア
ル
に

そ
の
時
代
へ
思
い
を
は
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
構
造
や
細
か
な
技

法
を
見
て
も
ら
う
こ
と
が
、
も
の

づ
く
り
の
大
切
さ
や
伝
統
を
守
る

こ
と
の
意
味
を
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
れ
ば

う
れ
し
い
で
す
。

大
洲
城
の
木
造
復
元
、

そ
の
秘
話
を

大
工
さ
ん
が
語
る

大
洲
城
復
元
委
員
を
務
め
た

大
工
の
菅
野 

隆
次
さ
ん

い
る
大
師
様
を
今
も
お
祭
り
し
て
い
る
の
で
す
︒ 

❹

大
洲
城
と
脇わ

き

坂さ

か

安や

す

治は

る

（
１
５
５
４
〜
１
６
２
６
）

 　

１
６
０
８
年
︑
藤
堂
高
虎
は
津
城
に
国
替
え
と
な
り
︑
大
洲
城
を
去
り
ま
し
た
︒
代
わ
り
に
︑
１
６
０
９
年

９
月
に
新
し
い
城
主
と
し
て
︑
淡あ

わ

路じ
の

国く
に

洲す

本も
と

城
（
現
在
の
兵
庫
県
洲
本
市
）
か
ら
脇
坂
安
治
が
大
洲
城

に
入
り
ま
し
た
。

　

安
治
も
高
虎
と
同
じ
近
江
国
︵
現
在
の
滋
賀
県
︶
の
出
身
で
す
︒
は
じ
め
は
明
智
光
秀
に
仕
え
て

い
ま
し
た
が
︑
後
に
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
１
５
８
３
年
︑
安
治
は
賤し

ず

个が

岳た
け

で
の

柴し
ば

田た

勝か
つ

家い
え

と
の
合
戦
で
抜
群
の
功
績
を
あ
げ
︑
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

や
加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

︑
加か

藤と
う

嘉よ
し

明あ
き

ら
と
と
も
に
︑

「
賤
ヶ
岳
七
本
槍
」
の
一
人
と
し
て
賞
賛
さ
れ

ま
し
た
︒
そ
の
後
も
安
治
は
秀
吉
の
家
臣
と
し
て

多
く
の
合
戦
で
活
躍
し
︑
１
５
８
５
年
８
月
に
は

大や
ま
と
の
く
に

和
国
高た

か

取と
り

城
主
︑
10
月
に
は
淡
路
国
洲
本
城
主

と
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
１
６
０
０
年
の
関
个

原
の
戦
い
で
は
︑
小こ

早ば
や

川か
わ

秀ひ
で

秋あ
き

の
軍
に
所
属
し
︑

西
軍
︵
石
田
三
成
方
︶
か
ら
東
軍
︵
徳
川
家
康
方
︶

に
加
わ
り
勝
利
に
貢
献
し
ま
し
た
︒
そ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
︑
１
６
０
９
年
に
５
万
３
５
０
０
石
で

大
洲
に
入
り
ま
し
た
︒

　

大
洲
城
に
入
っ
た
安
治
は
︑
家
臣
に
与
え
た
所

脇坂安治（たつの市歴史文化資料館提供）

第
１
章　

 

近
世
の
始
ま
り
（
〜
安
土
桃
山
時
代
）

第
２
章　

大
洲
藩　

加
藤
家
の
治
世

第
３
章　

激
動
の
幕
末

第
４
章　

明
治
の
発
展

第
５
章　

大
正
・
昭
和
の
展
開

第
６
章　

大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々
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賤
ヶ
岳
七
本
槍
と
は

　

１
５
８
３
年
４
月
、
近
江
国

賤
ヶ
岳
で
豊
臣
秀
吉
が
柴
田
勝

家
・
佐さ

久く

間ま

盛も
り

政ま
さ

た
ち
と
戦
っ
た

「
賤
ヶ
岳
の
戦
い
」
の
と
き
、
秀
吉

の
家
臣
で
勇
名
を
は
せ
た
加
藤
清

正
、
福
島
正
則
、
加
藤
嘉
明
、
平ひ

ら

野の

長な
が

泰や
す

、
脇
坂
安
治
、
糟か

す

屋や

武た
け

則の
り

、

片か
た

桐ぎ
り

且か
つ

元も
と

の
７
人
の
こ
と
を
言
い

ま
す
。

城
郭
の
移
築

　

当
時
は
城
郭
の
移
築
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
例
え

ば
、
明
智
光
秀
が
居
城
し
た
坂さ

か

本も
と

城じ
ょ
う

は
近
江
の
大お

お

津つ

城
じ
ょ
う

に
、
そ
の
大

津
城
の
天
守
は
、
彦ひ

こ

根ね

城
じ
ょ
う

の
天
守

に
移
築
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。

領
の
支
配
規
則
を
定
め
た
﹁
給

き
ゅ
う

人に
ん

諸し
ょ

法は
っ

度と

﹂
を
作
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
中
世
及
び
戦
国
時
代
の
支
配
体
制
を

排
除
し
︑
藩
主
か
ら
任
命
さ
れ
た
庄
屋
に
よ
る
支
配
体
制
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
︑
後
世
の
領
政
の

規
範
と
な
り
ま
し
た
︒

　

大
洲
城
天
守
閣
の
創
建
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
藤
堂
高
虎
か
脇
坂
安

治
の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
大
洲
城
の
天
守
閣
は
脇
坂
安
治
が
洲
本
か
ら
移
築
し

た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
︑
洲
本
城
に
残
る
天
守
台
︵
天
守
下
の
石
垣
︶
に
あ
り
ま
す
︒
洲

本
城
は
︑
現
在
も
石
垣
や
石
階
段
な
ど
多
く
の
遺
構
が
良
好
な
状
態
で
残
り
︑
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
の
天
守
台
や
周
辺
の
石
垣
の
寸
法
を
調
べ
る
と
︑
現
在
の
大
洲
城
の
天
守
台
や
台だ

い

所
ど
こ
ろ

櫓
や
ぐ
ら

︑
高こ

う

欄ら
ん

櫓
や
ぐ
ら

下
の
石

垣
の
寸
法
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
す
︒
も
し
か
し
た
ら
︑
大
洲
城
の
天
守
閣
は
洲
本
か
ら
は
る
ば
る
移
築
さ
れ

た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　

そ
の
後
︑
安
治
は
︑
１
６
１
４
年
の
大
坂
冬
の
陣
で
︑
秀
吉
へ
の
旧
恩
を
思
い
︑
自
分
は
そ
の
戦
い
に
加
わ

ら
ず
︑
家
康
の
内
諾
を
得
て
息
子
の
脇わ

き

坂さ
か

安や
す

元も
と

を
出
陣
さ
せ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
翌
年
︑
家
康
に
隠
居
を
許
さ

れ
た
安
治
は
︑
安
元
に
家
督
を
譲
り
ま
し
た
︒
安
治
は
︑
１
６
１
７
年
に
信し

な
の
の
く
に

濃
国
飯い

い

田だ

城
じ
ょ
う

︵
長
野
県
︶
に
移
り
︑

大
洲
城
に
は
加か

藤と
う

貞さ
だ

泰や
す

が
入
城
し
ま
し
た
︒

当
時
は
城
郭
の

移
築
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
た

ん
だ
よ
！

大
洲
城
っ
て

す
ば
ら
し
い
！
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