
　

明
治
時
代
に
取
り
壊
さ
れ
た
大

洲
城
天
守
閣
が
、
２
０
０
４（
平
成

16

）
年
に
、
当
時
の
姿
の
ま
ま
に

復
元
さ
れ
ま
し
た
。
天
守
閣
か
ら

は
、
大
き
く
蛇
行
す
る
肱
川
が
見

え
、
肱
川
橋
の
向
こ
う
に
美
し
い

姿
の
冨と

み

士す

山や

ま

が
迫
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
江
戸
時
代

に
こ
の
地
を
治
め
た
加
藤
家
の
、

大
洲
城
を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り

を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

第
２
章

大
洲
藩

加
藤
家
の
治
世

中江藤樹の像（大洲市城山）

中な
か

江え

藤と
う

樹じ
ゅ

も

加
藤
家
に
ゆ
か
り
の

あ
る
人
物
な
の
？

ぼ
く
知
っ
て
た
よ
！
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国
替
え
の
理
由

　

黒
野
か
ら
米
子
へ
国
替
え
さ
れ

た
理
由
に
つ
い
て
は
、
長な

が

良ら

川が
わ

の

洪
水
防
止
の
た
め
に
貞
泰
が
築
い

た
堤
防
が
、
隣
の
加か

納の
う

藩
（
奥お

く

平だ
い
ら

氏
）
の
も
の
よ
り
高
か
っ
た

た
め
、
奥
平
の
妻
で
あ
る
亀か

め

姫ひ
め

（
徳

川
家
康
の
長
女
）
が
立
腹
し
、
家

康
に
頼
ん
で
国
替
え
さ
せ
た
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

船
舶
の
建
造
と

船
手
組
制
度

　

貞
泰
は
、
市い

ち

橋は
し

重し
げ

長な
が

を
長
浜
船

奉
行
に
任
命
し
て
、
船
舶
の
建
造

を
急
が
せ
ま
し
た
。
１
６
１
８
年

に
数
隻
が
完
成
し
た
際
に
は
、
貞

泰
が
大
い
に
喜
ん
だ
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
水
軍
及
び
船

に
関
わ
る
役
人
た
ち
を
船
手
組
と

言
い
ま
し
た
。

大
洲
藩
の
基
礎
を

作
っ
た
人
な
ん
だ
。

❶

事
業

（
１
）
初
代
藩
主　

加か

藤と

う

貞さ

だ

泰や

す

（
１
５
８
０
〜
１
６
２
３
）

　

大
洲
に
お
け
る
加
藤
家
最
初
の
殿
様
は
加
藤
貞
泰
で
す
︒
美み

濃の
の

国く
に

黒く
ろ

野の

︵
現
在

の
岐
阜
県
︶
の
城
主
だ
っ
た
貞
泰
は
︑
関
个
原
の
戦
い
で
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

に
通
じ
︑
最

終
的
に
東
軍
︵
徳
川
方
︶
に
加
わ
っ
た
功
に
よ
り
︑
伯ほ

う

耆き
の

国く
に

︵
現
在
の
鳥
取
県
︶

米よ
な

子ご

６
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
に
続
く
大
坂
の
陣
で
も
功
績
を
あ
げ
︑

１
６
１
７
年
に
大
洲
へ
国
替
え
と
な
り
ま
し
た
。
米
子
も
大
洲
も
と
も
に

６
万
石
で
し
た
が
︑
山
陰
か
ら
瀬
戸
内
側
へ
の
国
替
え
は
栄
転
だ
っ
た
よ
う
で
す
︒

　

領
内
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
︑
前
領
主
の

脇わ
き

坂さ
か

安や
す

治は
る

は
兵
農
分
離
を
円
滑
に
進
め
る
と

と
も
に
︑
年
貢
を
収
納
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
︑
有
力
な
地じ

侍
ざ
む
ら
い

を
庄

し
ょ
う

屋や

に
任
命
し
ま

し
た
が
︑
貞
泰
も
そ
の
庄
屋
体
制
を
引
き
継

ぎ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
瀬
戸
内
海
を
行
き
来
す

る
た
め
に
船
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
︑
船ふ

な

手て

組ぐ
み

制
度
を
整
備
し
た
り
船
舶
の
建
造
に
力
を

入
れ
た
り
す
る
な
ど
︑
精
力
的
に
藩
の
基
礎

を
作
っ
て
い
き
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑
貞
泰
は
詩
や
和
歌
︑
連れ

ん

歌が

に
親
し

む
一
方
で
︑
八は

ち

条
じ
ょ
う

流
り
ゅ
う

馬
術
の
秘
伝
を
受
け

る
な
ど
︑
文
武
両
道
を
実
践
す
る
多
才
な
人 加藤家の家紋（曹溪院蔵）

加藤貞泰（曹溪院蔵）
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新
谷
藩
陣
屋
跡

　

一
般
に
３
万
石
以
下
の
城
を
も

た
な
い
大
名
の
藩
庁
を
陣
屋
と
言

い
ま
す
。
現
在
も
、
新
谷
小
学
校

の
敷
地
内
に
陣
屋
跡
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

様
々
な
負
担

　

幕
府
が
大
名
に
命
じ
て
行
わ
せ

る
土
木
工
事
を
「
お
手
伝
い
普
請
」

と
言
い
ま
し
た
。
経
費
や
作
業
す

る
人
員
の
確
保
は
、
す
べ
て
大
名

の
負
担
で
し
た
。
ま
た
、
国
替
え

や
没
収
な
ど
で
領
主
が
不
在
と

な
っ
た
と
き
、
幕
府
の
命
令
で
城

の
守
衛
に
当
た
る
こ
と
を
在
番
と

言
い
、
泰
興
は
何
度
も
こ
の
在
番

を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

物
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
跡あ

と

目め

相そ
う

続ぞ
く

に
伴
っ
て
︑
御お

家い
え

騒そ
う

動ど
う

が
起
こ
り
ま
し
た
︒
こ
の
騒
動
に
は
︑
貞
泰
の
遺ゆ

い

言ご
ん

や
そ
の

妻
で
あ
る
法ほ

う

眼げ
ん

院い
ん

の
主
張
に
よ
り
︑
大
洲
藩
６
万
石
を
︑
長
男
泰や

す

興お
き

と
二
男
直な

お

泰や
す

が
３
万
石
ず
つ
分
け
る
と
い

う
案
が
浮
上
し
︑
こ
の
案
に
家か

老ろ
う

で
あ
っ
た
大お

お

橋は
し

作さ
く

右え

も

ん

衛
門
が
強
硬
に
反
対
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
︒
結
局
︑

こ
の
騒
動
は
︑
加
藤
家
親
族
の
仲
裁
に
よ
り
︑
弟
の
直
泰

に
１
万
石
を
与
え
る
こ
と
で
決
着
し
ま
し
た
︒
そ
の
結
果
︑

１
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
直
泰
は
新に

い

谷や

藩
を
興
し
ま
し
た
︒

ま
た
︑
大
洲
藩
を
継
い
だ
兄
の
泰
興
は
︑
実
質
５
万
石
と

な
り
ま
し
た
が
︑
格
式
は
６
万
石
の
ま
ま
で
し
た
︒
こ
う

し
て
騒
動
は
一
件
落
着
し
ま
し
た
︒
御
家
騒
動
が
起
こ
る

と
藩
が
取
り
つ
ぶ
し
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
当
時
︑
こ

の
よ
う
な
円
満
な
決
着
は
珍
し
い
も
の
で
し
た
︒

（
２
）
２
代
藩
主　

加か

藤と

う

泰や

す

興お

き

（
１
６
１
１
〜
１
６
７
８
）

　

加
藤
泰
興
は
槍そ

う

術
じ
ゅ
つ

の
達
人
で
︑
加
藤
家
伝
流
槍
術
の
開
祖
と
な
り
ま
し
た
︒
家
臣
団
の
編
成
や
軍
備
の
強
化

に
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
︑
大
阪
城
︵
当
時
は
大
坂
城
︶
や
江
戸
城
の
改
修
︑
仙せ

ん

洞と
う

御ご

所し
ょ

の
普ふ

請し
ん

︑
さ
ら
に
は

蒲が

も

う生
家
︵
松
山
︶
︑
生い

駒こ
ま

家
︵
高
松
︶
︑
山や

ま

崎さ
き

家
︵
丸
亀
︶
が
取
り
つ
ぶ
し
に
な
っ
た
と
き
︑
次
の
藩
主
が
入
城

す
る
ま
で
城
を
管
理
す
る
在ざ

い

番ば
ん

を
務
め
る
な
ど
︑
多
忙
を
極
め
て
い
ま
し
た
︒

　

そ
の
よ
う
な
日
々
を
送
る
中
︑
泰
興
は
︑
様
々
な
分
野
で
才
能
が
あ
る
者
を
引
き
立
て
︑
た
め
ら
わ
ず
重
要

な
仕
事
を
任
せ
ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑
他
藩
か
ら
解
雇
さ
れ
た
大
名
の
家
来
な
ど
も
多
く
召
し
抱
え
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
藩
の
学
問
に
も
力
を
入
れ
︑
中な

か

江え

藤と
う

樹じ
ゅ

が
藩
を
離
れ
た
後
も
︑
中な

か

川が
わ

謙け
ん

叔
し
ゅ
く

や
小お

川が
わ

覚か
く

︑
大お

お

野の

了
り
ょ
う

佐さ

加藤直泰の馬乗大将図
（法眼寺蔵／

愛媛県歴史文化博物館保管）

麟
りん ぽう かく

鳳閣

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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隠
密
が
探
っ
た

大
洲
城

　

武ぶ

家け

諸し
ょ

法は
っ

度と

に
よ
り
、
城
を
修

理
す
る
に
は
、
絵
図
を
添
え
て
願

い
出
て
、
幕
府
の
認
可
を
待
た
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
幕
府
は
隠お

ん

密み
つ

を
派
遣
し
て
各

藩
を
偵
察
さ
せ
ま
し
た
。

大
洲
藩
っ
て

ず
い
ぶ
ん
と

広
い
地
域

だ
っ
た
ん
だ
ね
。

た
ち
が
︑
近
江
国
︵
今
の
滋
賀
県
︶
に

住
ん
で
い
た
藤
樹
の
下
に
学
び
に
行
く

こ
と
を
認
め
た
り
︑
盤ば

ん

珪け
い

を
大
洲
に
迎

え
た
り
し
て
︑
学
問
を
い
っ
そ
う
広
め

る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
︒

　

晩
年
は
そ
の
地
位
を
孫
に
譲
り
︑
自

身
は
﹁
月げ

っ

窓そ
う

﹂
と
い
う
名
前
で
隠
居
し

ま
し
た
︒

（
３
）
領
内
の
様
子

 
 

大
洲
城
大
手
門
前
の
桝ま

す

形が
た

通
り
と
︑
そ
の
通
り
を
肱
川
へ
抜
け
た
城

山
下
の
河
港
が
城
下
町
の
表
玄
関
で
し
た
︒
こ
の
港
は
︑
肱
川
流

域
に
お
け
る
最
大
の
港
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
︒
桝
形
通
り
か
ら
東

の
本ほ

ん

町ま
ち

︑
中な

か

町ま
ち

︑
裏う

ら

町ま
ち

︵
末す

え

広ひ
ろ

町ま
ち

︶
ま
で
が
整
然
と
し
た
古
い
町
屋
で
︑

塩し
お

屋や

︵
志し

保ほ

︶
町ま

ち

と
上か

み

︵
東

ひ
が
し

︶
横よ

こ

丁
ち
ょ
う

付
近
に
は
商
人
が
多
く
住
ん
で
い

ま
し
た
︒
中な

か

村む
ら︵

肱
川
の
北
側
︶
と
の
行
き
来
は
す
べ
て
渡
し
舟
で
し
た
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
泰
興
の
時
代
に
願
い
出
た
大
洲
城
の
石
垣
修
理
を
許
可

し
た
幕
府
の
公
式
文
書
に
︑
初
め
て
「
大
洲
」
と
い
う
表
記
が
出
て

い
ま
す
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
現
在
の
大
洲
と
い
う
地
名
は
こ
の
頃
か
ら

使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

大洲城下町割図（大洲市立博物館蔵）

大津の城・隠密図（伊予史談会蔵）

加藤泰興（曹溪院蔵）
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替
え
地
に
よ
る
紛
争

　

松
山
藩
と
の
替
え
地
は
、
漁

場
の
権
利
や
薪
を
取
る
権
利
を

巡
る
紛
争
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

１
６
５
８
年
に
は
、
松ま

前さ
き

漁
民
と

の
大
乱
闘
事
件
が
起
き
、
土
佐
藩

主
が
調
停
に
乗
り
出
し
て
よ
う
や

く
解
決
し
ま
し
た
。

　

さ
て
︑
当
時
の
大
洲
藩
の
領
地
は
︑
今
の
大
洲
市
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
と
広
く
︑
現
在
の
内
子
町
や
伊
予
市
︑

砥
部
町
も
含
み
ま
し
た
︒
ま
た
︑
風か

ざ

早は
や

と
呼
ば
れ
た
松
山
市
北
条
周
辺
も
領
地
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
飛
び
地
で

不
便
だ
っ
た
た
め
︑
松
山
藩
と
替
え
地
︵
領
地
の
交
換
︶
を
行
い
︑
整
理
統
合
し
ま
し
た
︒
こ
の
替
え
地
は
︑

１
万
３
０
０
０
石
あ
ま
り
の
土
地
を
交
換
す
る
大
が
か
り
な
も
の
で
し
た
が
︑
家
老
大
橋
作
右
衛
門
の
働
き
に

よ
り
実
現
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
新
谷
藩
の
領
地
は
︑
大
洲
藩
の
領
地
の
中
に
飛
び
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

（
４
）
江
戸
時
代
の
治
水

　

２
代
藩
主
泰
興
は
︑
優
れ
た
土
木
技
術
を
も
つ
反は

ん

田だ

八は
ち

郎ろ

兵べ

衛え

に
命
じ
て
︑
常
に
水
番
２
人
に
水
位
を
観
測

さ
せ
た
ほ
か
︑
石
積
み
の
「
ナ
ゲ
」
を
築
か
せ
︑
洪
水
に
備
え
ま
し
た
︒

　

ナ
ゲ
は
︑
菅す

げ

田た

か
ら
長
浜
の
間
に
10
か
所
あ
り
ま
し
た
︒
10
㎝
以
下
の
小
さ
な
石
と
粘
土
を
固
め
て
︑

そ
の
表
面
を
多
角
形
の
割
石
で
保
護
し
て
い
て
︑
水
勢
を
変
え
て
堤
防
を
保
護
す
る
も
の
で
す
︒
そ
の
う

ち
︑
大
洲
城
に
近
い
渡

わ
た
し

場ば

ナ
ゲ
は
︑
岩
盤
を
芯
と
し
て
作
ら
れ
て
い
て
︑
長
さ
が
40
ｍ
あ
り
︑
城
山
下
へ

深
い
淵ふ

ち

を
つ
く
っ
て
城
の
守
り
を
堅
く
す
る
こ
と
や
︑
河
港
の
水
深
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
築
か
れ

ま
し
た
︒

　

ま
た
︑
度
重
な
る
洪
水
に
備
え
︑
八
郎
兵
衛
は
柚
木
の
肱
川
左
岸
に
御ご

用よ
う

藪や
ぶ

を
作
ろ
う
と
︑
川
に
近
い

と
こ
ろ
か
ら
︑
ホ
テ
イ
チ
ク
︵
布
袋
竹
︶
︑
マ
ダ
ケ
︵
真
竹
︶
︑
さ
ら
に
エ
ノ
キ
︵
榎
︶
を
混
ぜ
て
植
え
ま

し
た
︒
エ
ノ
キ
は
粘
り
が
強
く
︑
し
っ
か
り
と
根
を
張
る
の
で
︑
護ご

岸が
ん

を
固
め
て
洪
水
時
に
堤
防
が
壊
れ

る
の
を
防
ぐ
効
果
が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
流
木
や
ゴ
ミ
を
止
め
る
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
の
働
き
も
し
ま
し
た
︒

　

こ
の
御
用
藪
は
︑
現
在
も
柚
木
の
県
道
沿
い
に
﹁
エ
ノ
キ
の
樹じ

ゅ

叢そ
う

﹂
と
し
て
残
っ
て
い
て
︑
市
の
天
然

記
念
物
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
︒
若
宮
の
肱
川
右
岸
に
も
御
用
藪
が
残
っ
て
い
ま
す
が
︑
こ
ち
ら

は
土ど

居い

武た
け

藏ぞ
う

と
い
う
人
物
が
作
り
ま
し
た
︒　
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洪
水
に
備
え
る
工
夫

　

１
８
３
１
年
に
城
下
を
水
害
か

ら
守
る
た
め
に
川
幅
を
広
げ
よ
う

と
し
、
慶け

い

雲う
ん

寺じ

の
山
角
を
切
り
除

く
工
事
を
行
っ
た
こ
と
が
「
加
藤

家
年
譜
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
幕
末
に
は
、
如に

ょ

法ほ
う

寺じ

観
音

堂
下
か
ら
三み

笠か
さ

山や
ま

へ
ト
ン
ネ
ル
を

掘
っ
て
田た

の

口く
ち

へ
肱
川
の
水
を
通
じ

る
工
事
（
実
際
に
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
）
の
設
計
図
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
設
計
図
は
五
郎
の
城

じ
ょ
う

願が
ん

寺じ

に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

藩
政
時
代
の
洪
水
の
記
録
が
こ

れ
だ
け
残
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変

珍
し
く
、
し
か
も
、
検
証
の
結
果
、

計
測
位
置
（
計
岩
）
も
明
確
で
、

数
値
も
正
確
と
さ
れ
、
学
術
的
価

値
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

植
林
の
工
夫

　

菅す
げ

田た

や
柚ゆ

の

木き

、
若
宮
、
五
郎
に

は
竹
藪
（
ホ
テ
イ
チ
ク
・
マ
ダ
ケ
）

の
中
に
エ
ノ
キ
の
並
木
の
堤
防
が

あ
り
、
多た

田だ

と
八は

多た

喜き

に
は
竹
藪

（
マ
ダ
ケ
）
の
堤
防
が
続
い
て
い

ま
す
。
ま
た
、
改
修
前
の
矢や

落お
ち

川が
わ

や
久く

米め

川が
わ

、
嵩か

さ

富と
み

川が
わ

の
堤
防
に
も

竹
藪
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ

こ
に
は
メ
ダ
ケ
を
植
え
て
、
近
く

の
田
畑
が
日
陰
に
な
ら
な
い
よ
う

配
慮
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

西暦 和号 月日 洪水の状況

1702 元禄15 ７月28日
洪水

潰家1332軒

1702 元禄15 ８月20日
洪水２丈５尺

（7.58ｍ）

1703 元禄16 ８月19日
暴風・洪水

倒家608軒

1707 宝永４ ８月18日
洪水

潰家1782軒

1721 享保６ 閏７月６日
洪水２丈９尺７寸

（9.00ｍ）

1721 享保６ 閏７月15日
洪水２丈９尺５寸

（8.94ｍ）

1773 安永２ ５月25日
洪水２丈５尺

（7.58ｍ）

1783 天明３ ８月12日
洪水２丈８尺

（8.48ｍ）

1787 天明７ ４月25日
洪水２丈９尺７寸

（9.00ｍ）

1788 天明８ ４月25日
洪水２丈７尺９寸

（8.45ｍ）

1789 寛政元 ７月25日
洪水２丈７尺５寸

（8.33ｍ）

1794 寛政６ ８月11日
洪水２丈８尺２寸

（8.55ｍ）

1804 文化元 ７月26日
洪水２丈６尺２寸

（7.94ｍ）

西暦 和号 月日 洪水の状況

1804 文化元 ８月26日
洪水２丈９尺５寸

（8.94ｍ）

1816 文化13 ８月23日
洪水２丈４尺５寸

（7.42ｍ）

1821 文政４ ８月８日
洪水２丈５尺

（7.58ｍ）

1822 文政５ ６月22日
洪水２丈７尺５寸

（8.33ｍ）

1826 文政９ ５月21日
洪水３丈３尺１寸

（10.03ｍ）

1827 文政10 ６月17日
洪水２丈５尺

（7.58ｍ）

1829 文政12 ５月24日
洪水２丈４尺６寸

（7.45ｍ）

1831 天保２ ６月３日
洪水２丈８尺６寸

（8.67ｍ）

1832 天保３ ６月９日
洪水２丈６尺６寸

（8.06ｍ）

1838 天保９ ７月22日
洪水２丈７尺３寸

（8.27ｍ）

1846 弘化３ ７月９日
洪水２丈６尺

（7.88ｍ）

1852 嘉永５ ８月16日
洪水２丈６尺

（7.88ｍ）

1855 安政２ ７月14日
洪水２丈７尺５寸

（8.33ｍ）

1886 明治19 ９月10日
洪水３丈２尺４寸

（9.82ｍ）

江戸期の主な洪水（2丈4尺5寸以上の出水）

渡場ナゲ　2016（平成28）年２月柚木のエノキの樹
じゅ

叢
そう

　2016（平成28）年２月
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陽
明
学
と
は

　

陽
明
学
と
は
、
16
世
紀
の
は
じ

め
に
、
中
国
の
王
陽
明
が
提
唱
し

た
儒
学
の
一
派
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。
そ
れ
ま
で
、
儒
学
の
中
心
は

朱
子
学
で
知
識
を
重
ん
じ
る
風
潮

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
陽
明
学

は
、
行
動
を
重
ん
じ
ま
し
た
。

　

陽
明
学
は
、
後
に
日
本
に
伝
わ

り
、
日
本
陽
明
学
と
し
て
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
。

ぼ
く
に
は

難
し
す
ぎ
る
よ
ー
。

大
洲
藩
ゆ
か
り
の

偉
大
な
学
者
で
す
。

❷

学
問

　

１
６
０
０
年
に
関
个
原
の
戦
い
が
起
こ
り
︑
徳
川
家
康
が
実
権
を
握
り
ま
し
た
︒
１
６
０
３
年
︑
家
康
は
征

夷
大
将
軍
と
な
り
︑
江
戸
に
幕
府
を
開
き
ま
す
︒
１
６
１
４
年
に
は
大
坂
冬
の
陣
︑
翌
年
に
は
大
坂
夏
の
陣
が

起
こ
り
︑
豊
臣
家
は
滅
び
ま
し
た
︒
戦
乱
の
世
は
終
わ
り
︑
人
々
は
落
ち
着
い
て
仕
事
に
励
み
︑
平
和
な
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
に
併
せ
て
︑
幕
府
は
儒
学
を
奨
励
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
こ

大
洲
藩
で
も
︑
中な

か

江え

藤と
う

樹じ
ゅ

を
は
じ
め
と
し
て
︑

学
問
が
盛
ん
に
な
り
︑

多
く
の
儒
学
者
が
後
世

に
名
を
残
し
ま
し
た
︒

ま
た
︑
仏
教
を
通
し
て

の
教
え
も
人
々
に
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で

す
︒
そ
れ
で
は
︑
大
洲

の
地
で
儒
学
や
仏
教
の

教
え
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
人
物
に
つ
い
て

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
︒

中江藤樹肖像画（大洲市立博物館蔵）
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ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
楠
の
木
を

彫
っ
て
製
作
し
た
と
い
う
中
江
藤

樹
先
生
の
木
像
。
そ
の
上
に
飾
ら
れ

た
額
に
は
、「
致
良
知
」
と
あ
り
、
こ

れ
は
滋
賀
県
の
「
藤
樹
書
院
」
と
同

じ
も
の
で
す
。
ま
た
、
毎
年
春
の
訪

れ
と
と
も
に
、
庭
に
は
１
９
０
７

（
明
治
40
）
年
、
近
江
の
藤
樹
書
院
か

ら
根
分
け
し
て
移
植
し
た
「
遺
愛

の
藤
」
が
美
し
い
花
を
つ
け
ま
す
。

学
校
の
１
０
０
周
年
に
建
て
ら
れ

た
記
念
館
で
は
、
藤
樹
先
生
の
肖
像

画
や
家
族
や
義
理
の
弟
に
宛
て
た

書
状
な
ど
、
大
洲
の
歴
史
に
関
す
る

資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
入
場
は

無
料
で
、
事
前
に
連
絡
し
て
お
け

ば
、
学
校
に
支
障
が
な
い
限
り
自
由

に
見
学
が
で
き
る
の
で
、
至
徳
堂
と

併
せ
て
鑑
賞
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

至
徳
堂
の
見
ど
こ
ろ

チ
ェ
ッ
ク

（
１
）
日
本
陽
明
学
の
祖　

中な

か

江え

藤と

う

樹じ

ゅ

（
１
６
０
８
〜
１
６
４
８
）

　

中
江
藤
樹
は
︑
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
︑﹁
日

本
陽
明
学
の
祖
﹂
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
藤
樹
は
︑

１
６
０
８
年
︑
近お

う
み
の
く
に

江
国
高た

か

島し
ま

郡
ご
お
り

小
川
村
︵
現
在
の

滋
賀
県
高
島
市
安あ

曇ど

川が
わ

町
上
小
川
︶
に
︑
農
業
を

営
む
中
江
吉よ

し

次つ
ぐ

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
︒

名
は
﹁
原げ

ん

﹂
と
言
い
ま
す
が
︑
与よ

右
え

衛
門も

ん

と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
︒
与
右
衛
門
は
小
さ
い
頃
か
ら
と

て
も
元
気
が
よ
く
︑
周
り
の
子
ど
も
た
ち
と
野
原
や
小
川
で
よ
く
遊
び
ま
し
た
︒
ま
た
︑
両
親
の
仕
事
も
よ
く

手
伝
い
︑
し
っ
か
り
者
だ
っ
た
の
で
︑
祖
父
吉よ

し

長な
が

に
そ
の
才
能
を
見
込
ま
れ
て
︑
９
歳
の
と
き
に
養
子
に
な
り

ま
し
た
︒
吉
長
は
米よ

な

子ご

藩
︵
現
在
の
鳥
取
県
米
子
市
︶
の
藩
主
で
あ
る
加
藤
家
に
仕
え
て
い
た
の
で
︑
与
右
衛

門
は
︑
祖
父
と
一
緒
に
米
子
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
以
後
︑
祖
父
は
︑
与
右
衛
門
を
文
武
と
も
優
れ

た
武
士
に
す
る
た
め
に
︑
武
道
だ
け
で
な
く
︑
勉
学
に
も
励
ま
せ
ま
し
た
︒

　

与
右
衛
門
が
10
歳
の
と
き
︑
加
藤
家
は
米
子
か
ら
大
洲
へ
国
替
え
と
な
り
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
︑
祖
父
と
と

も
に
大
洲
に
移
り
ま
す
︒
そ
の
冬
か
ら
︑
祖
父
が
風か

ざ

早は
や

郡
︵
現
松
山
市
北
条
︶
の
奉
行
と
な
り
ま
す
︒
祖
父
は
︑

与
右
衛
門
に
︑
中
国
の
書
物
で
あ
る
﹁
大
学
﹂
な
ど
の
多
く
の
書
物
を
買
い
与
え
ま
し
た
︒
﹁
大
学
﹂
の
中
に
︑﹁
天

子
よ
り
以も

っ

て
庶し

ょ

人じ
ん

に
至
る
ま
で
︑
壱い

っ

是し

に
皆み

な

身み

を
修お

さ

む
る
を
以も

っ

て
本も

と

と
な
す
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
︒
こ

れ
は
︑
﹁
人
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
は
︑
誰
で
も
自
分
の
行
い
を
正
し
く
す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
る
︒
そ
れ
が
で

き
て
こ
そ
︑
人
間
ら
し
い
人
間
と
言
え
る
︒
﹂
と
い
う
意
味
で
す
︒
与
右
衛
門
は
こ
れ
を
読
ん
で
大
変
感
動
し
︑﹁
こ

れ
か
ら
し
っ
か
り
学
び
︑
立
派
な
人
間
に
な
ろ
う
︒
﹂
と
決
心
し
ま
し
た
︒

　

３
年
間
︑
風
早
郡
で
過
ご
し
た
後
︑
与
右
衛
門
は
13
歳
の
と
き
に
大
洲
に
戻
り
ま
し
た
︒
こ
の
頃
か
ら
︑
屋 藤樹少年像（大洲小学校）

至徳堂にある中江の水
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敷
の
近
く
に
あ
る
曹そ

う

溪け
い

院い
ん

の
天て

ん

梁
り
ょ
う

和お

尚
し
ょ
う

に
つ
い
て
文
字
の
稽
古
に
励
み
︑
詩
を
作

る
こ
と
な
ど
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
元
服
後
は
祖
父
と
離
れ
て
︑

鉄
砲
町
︵
現
大
洲
高
校
内
の
﹁
至し

徳と
く

堂ど
う

﹂
の
あ
る
と
こ
ろ
︒
裏
に
は
藤
樹
が
使
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
﹁
中
江
の
水
﹂
と
い
う
井
戸
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
︶
に
住
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
︒
城
で
仕
事
を
し
た
後
は
武
芸
の
稽け

い

古こ

に
励
み
︑
夕
食
後
は
深
夜

ま
で
独
学
を
し
て
い
ま
し
た
︒

　

17
歳
の
と
き
に
︑
本
格
的
に
学
問
に
ふ
れ
る
機
会
が
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
大
洲
の

医
者
の
招
き
で
︑
京
都
の
僧
が
﹁
論
語
﹂
を
指
導
に
来
た
の
で
す
︒
そ
れ
ま
で
独
学

で
学
び
を
深
め
て
き
た
与
右
衛
門
に
と
っ
て
は
ま
た
と
な
い
機
会
で
︑
そ
の
講
義
に
参
加
し
ま
し
た
︒
こ
れ
を

き
っ
か
け
と
し
て
︑
﹁
四し

書し
ょ

大た
い

全ぜ
ん

﹂
と
い
う
書
物
を
購
入
し
︑
い
っ
そ
う
学
問
に
打
ち
込
ん
だ
の
で
す
︒

　

さ
て
︑
与
右
衛
門
が
22
歳
の
春
の
こ
と
で
す
︒
与
右
衛
門
は
︑
母
親
を
大
洲
に
迎
え
よ
う
と
考
え
︑
殿
様
か

ら
休
み
を
い
た
だ
い
て
近
江
の
小
川
村
に
帰
り
ま
す
︒
与
右
衛
門
は
︑
母
親
に
一
緒
に
大
洲
に
移
り
住
む
よ
う

強
く
願
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
母
親
は
与
右
衛
門
の
説
得
に
応
じ
ず
︑
与
右
衛
門
一
人
で
大
洲
に
帰
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
︑
母
親
に
対
す
る
与
右
衛
門
の
思
い
は
強
く
な
る
ば
か
り
で
し
た
︒

　

そ
し
て
︑
１
６
３
４
年
︑
27
歳
の
と
き
︑
与
右
衛
門
は
や
む
な
く
大
洲
藩
を
脱
藩
し
︑
小
川
村
へ
帰
り
ま
す
︒

当
時
︑
脱
藩
は
大
き
な
罪
で
し
た
︒
し
か
し
︑
与
右
衛
門
に
と
っ
て
は
︑
た
っ
た
一
人
の
母
親
を
置
い
て
︑
大

洲
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
の
こ
と
こ
そ
、
自
身
の
説
く
「
孝こ

う

行こ
う

」
の
現
れ
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
︒
そ
の
後
︑
与
右
衛
門
は
︑
酒
屋
を
営
み
な
が
ら
︑
村
人
た
ち
に
学
問
を
教
え
ま
し
た
︒
家
の
庭

に
は
大
き
な
藤
の
木
が
あ
り
︑
そ
れ
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
い
つ
し
か
親
し
み
を
込
め
て
﹁
藤

樹
先
生
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
藤
樹
の
も
と
に
は
︑
大
洲
藩
か
ら
も
多
く
の
藩
士
た
ち
が
出
向

い
て
勉
学
に
励
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
中
に
は
︑
苦
労
を
重
ね
て
立
派
な
医
師
に
な
っ
た
大お

お

野の

了
り
ょ
う

佐さ

が

中江藤樹の木像（至徳堂）

曹溪院（大洲市大洲西山根）

藤樹書院（滋賀県高島市） 至徳堂（大洲高校内）
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母
を
思
い
や
る
藤
樹

　

母
親
を
思
い
や
る
藤
樹
に
つ
い

て
、
後
に
次
の
よ
う
な
話
も
語
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

藤
樹
が
祖
父
母
と
暮
ら
し
始
め

て
間
も
な
い
冬
、
母
親
が
あ
か
ぎ

れ
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た

藤
樹
は
薬
を
買
い
、
母
親
の
も
と

へ
届
け
に
行
き
ま
し
た
。
藤
樹
の

母
親
も
、
本
当
は
涙
が
出
る
ほ
ど

嬉
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
母
親
は
心
を
鬼
に
し
て
、

「
一
度
、
立
派
な
武
士
に
な
る
た

め
に
親
元
を
離
れ
る
決
意
を
し
た

身
で
あ
る
以
上
、
簡
単
に
母
の
と

こ
ろ
に
戻
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」

と
藤
樹
を
家
に
も
入
れ
ず
追
い
返

し
ま
し
た
。
藤
樹
に
と
っ
て
は
少

し
か
わ
い
そ
う
な
気
も
し
ま
す

が
、
藤
樹
が
少
年
の
頃
か
ら
親
孝

行
で
あ
っ
た
一
面
が
う
か
が
え
る

話
で
す
。

小
さ
い
頃
か
ら
親
孝
行

だ
っ
た
ん
だ
ね
。

い
ま
す
︒
ま
た
︑
藤
樹
の
門
人
の
中
で
︑
特
に
名
高
い
人
と
し
て
︑
熊く

ま

沢ざ
わ

蕃ば
ん

山ざ
ん

と
渕ふ

ち

岡こ
う

山ざ
ん

が
い
ま
す
︒
蕃
山
は

政
治
で
活
躍
し
︑
岡
山
は
藤
樹
の
良
知
の
学
を
教
え
る
こ
と
に
一
生
を
捧
げ
ま
し
た
︒

　

こ
う
し
て
︑
自
分
を
頼
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
多
く
の
門
弟
や
村
人
た
ち
に
︑
藤
樹
は
ぜ
ん
そ
く
に
苦
し
み
な

が
ら
も
学
問
を
熱
心
に
教
え
︑
多
く
の
人
々
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
１
６
４
８
年
︑
41
歳

の
若
さ
で
惜
し
ま
れ
な
が
ら
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
︒

近
江
の
藤
樹
の
も
と
へ
学
び
に
行
く
大お

お

野の

了
り
ょ
う

佐さ

（
１
６
１
２
〜
１
６
８
８
）

　

大
野
了
佐
は
︑
も
の
を
覚
え
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
生
ま
れ
つ
き
苦
手
で
し
た
︒
そ
こ
で
︑
将
来
は

武
士
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
︑
医
者
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
︑
藤
樹
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
︒

　

実
際
教
え
て
み
る
と
︑
朝
10
時
か
ら
夕
方
4
時
ご
ろ
ま
で
︑
二
︑
三
の
言
葉
を
二
百
回
程
度
繰
り
返
し
て
読
ん

で
︑
や
っ
と
覚
え
ら
れ
る
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
夕
食
後
に
は
も
う
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
︑
ま
た
何
度
も
繰
り

返
し
て
よ
う
や
く
覚
え
た
と
い
い
ま
す
︒

　

藤
樹
が
脱
藩
し
た
後
︑
了
佐
は
藤
樹
を
追
い
︑
小
川
村
ま
で
教
え
を
請
い
に
行
き
ま
し
た
︒

　

了
佐
は
︑
も
の
を
覚
え
る
こ
と
は
苦
手
で
し
た
が
︑
一
度
立
て
た
志
は
︑
ど
こ
ま
で
も
貫
こ
う
と
す
る
粘
り

強
さ
を
も
っ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
了
佐
が
理
解
で
き
る
医
学
の
本
が
な
い
た
め
︑
藤
樹
は
多
く
の
医
学
書

を
も
と
に
し
て
︑
了
佐
の
た
め
だ
け
に
﹁
捷

し
ょ
う

径け
い

医い

筌せ
ん

﹂
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
︒
そ
の
本
を
使
っ
て
３
年
か

け
て
学
び
終
え
た
了
佐
は
︑
藤
樹
の
前
に
ひ
れ
伏
し
て
︑
涙
な
が
ら
に
感
謝
し
ま
し
た
︒

　

了
佐
が
大
洲
に
戻
っ
た
後
︑
藤
樹
は
門
人
に
︑
﹁
い
く
ら
私
が
熱
心
に
教
え
て
も
︑
了
佐
に
頑
張
る
気
持
ち
が

な
け
れ
ば
一
人
前
の
医
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
︒
お
前
た
ち
は
す
ば
ら
し
い
才
能
を
も
っ
て
い
る
︒
や
る
気
が

あ
れ
ば
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
る
︒
﹂
と
諭
し
ま
し
た
︒

　

大
洲
に
帰
っ
た
了
佐
は
︑
76
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
︑
心
温
か
な
医
者
と
し
て
人
々
に
慕
わ
れ
な
が
ら
仕
事
を

全
う
し
ま
し
た
︒
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藤
樹
の
教
え

「
致ち

良
り
ょ
う

知ち

」

　

人
は
︑
誰
で
も
︑
自
ら
を
正
し
く
導
く
︑
心
の
本
体
﹁
良
知
﹂
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
え
て
い
ま
す
︒
こ
の

心
の
本
体
﹁
良
知
﹂
を
備
え
て
い
る
人
間
は
︑
特
に
学
ば
な
く
て
も
︑
是ぜ

非ひ

善ぜ
ん

悪あ
く

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
︵
知
︶
︑

誰
と
で
も
仲
良
く
親
し
み
合
っ
た
り
︵
情
︶
︑
自
ら
行
動
し
た
り
︵
意
︶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒

　

し
か
し
︑
こ
の
﹁
良
知
﹂
は
︑
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
︑
い
つ
も
手
入
れ
し
て
磨
い
て
い
な
く
て
は
︑
様
々
な

欲
望
に
よ
っ
て
曇
っ
て
し
ま
う
の
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
欲
望
に
打
ち
勝
っ
て
﹁
良
知
﹂
を
鏡
の
よ
う
に
磨
き
︑﹁
良

知
﹂
に
従
い
︑
行
い
を
正
し
く
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒

　

こ
の
こ
と
を
藤
樹
は
﹁
致
良
知
﹂
と
言
い
︑
﹁
良
知
に
致い

た

る
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
︒

「
孝こ

う

行こ
う

」

　

﹁
孝
行
﹂
と
は
︑
父
母
を
大
切
に
し
︑
先
祖
を
尊
び
︑
大
自
然
を
敬
う
こ
と
で
す
︒
﹁
孝
行
﹂
す
る
た
め
に
は
︑﹁
良

知
﹂
を
磨
き
︑
体
を
健
や
か
に
し
︑
行
い
を
正
し
く
し
︑
家
族
や
周
り
の
人
と
仲
良
く
親
し
み
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
︒

　

私
た
ち
の
心
や
体
は
︑
父
母
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
父
母
の
心
や
体
は
︑
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
た

も
の
で
す
︒
そ
れ
は
も
と
も
と
︑
大
自
然
か
ら
授
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
︒

　

さ
ら
に
︑
子
ど
も
を
温
か
い
心
で
し
っ
か
り
と
育
て
る
こ
と
も
﹁
孝
行
﹂
で
す
︒

「
五ご

事じ

を
正
す
」

　

五
事
と
は
︑
﹁
貌ぼ

う

・
言げ

ん

・
視し

・
聴

ち
ょ
う

・
思し

﹂
を
言
い
︑
そ
れ
を
正
す
と
は
︑
﹁
和
や
か
な
顔
つ
き
を
し
︑
思
い
や

り
の
あ
る
言
葉
で
話
し
か
け
︑
澄
ん
だ
目
で
物
事
を
見
つ
め
︑
耳
を
傾
け
て
人
の
話
を
聴
き
︑
真
心
を
込
め
て

相
手
の
こ
と
を
思
う
﹂
こ
と
で
す
︒

　

普
段
の
生
活
や
周
り
の
人
と
の
交
わ
り
の
中
で
︑
自
ら
の
﹁
五
事
を
正
す
﹂
こ
と
が
︑﹁
良
知
﹂
を
磨
き
︑﹁
良

知
に
致
る
﹂
大
切
な
道
で
す
︒

藤樹先生による致良知の額
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１
９
９
２

（
平
成
４
）
年
、

国
の
重
要
文

化
財
に
指
定

さ
れ
た
如
法

寺

の

仏

殿
。

１
６
６
９
年

の
創
建
当
時
の
形
態
を
守
り
な
が
ら

保
存
修
復
が
行
わ
れ
、
２
０
１
５
（
平

成
27
）
年
11
月
21
日
に
竣
工
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
禅
堂
を
兼
ね
た
禅
宗

様
仏
殿
は
全
国
で
も
珍
し
く
、
大
梁

を
渡
し
た
内
部
の
空
間
構
成
は
大
変

見
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
如

法
寺
は
大
洲
藩
歴
代
藩
主
加
藤
家
に

ゆ
か
り
が
あ
り
、
13
代
の
う
ち
7
藩

主
の
墓
所
が
寺
か
ら
登
っ
た
冨
士
山

内
に
点
在
。
さ
ら
に
長
浜
の
沖
浦
観

音
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
と
も
関

係
が
あ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
巡
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

如
法
寺

み
ど
こ
ろ
チ
ェ
ッ
ク

如
法
寺

木
之
本
安
正
兼
務

ご
住
職

（
２
）
仏
教
を
広
め
た
盤ば

ん

珪け

い

永よ

う

琢た

く

（
１
６
２
２
〜
１
６
９
３
）

　

盤
珪
永
琢
︑
正
式
に
は
︑
大だ

い

法ほ
う

正
し
ょ
う

眼げ
ん

国こ
く

師し　

盤ば
ん

珪け
い

永よ
う

琢た
く

禅ぜ
ん

師し

大だ
い

和お

尚
し
ょ
う

と
い
い
ま
す
︒

　

盤
珪
は
︑
１
６
２
２
年
︑
播ば

ん

州
し
ゅ
う

揖い
っ

西さ
い

郡ぐ
ん

浜
田
郷ご

う

︵
現

在
の
兵
庫
県
姫
路
市
︶
に
生
ま
れ
ま
し
た
︒
10
歳
の
と

き
に
父
を
亡
く
し
︑
代
わ
り
に
兄
が
盤
珪
を
育
て
ま

し
た
︒
兄
は
盤
珪
に
立
派
な
大
人
に
な
っ
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
︑
寺
や
塾
へ
習
い
事
に
行
か
せ
ま
す
︒
し

か
し
︑
兄
の
思
い
と
は
裏
腹
に
︑
盤
珪
は
子
ど
も
た

ち
と
近
く
の
揖い

保ぼ

川
で
小
石
を
ぶ
つ
け
合
う
石
合
戦

を
し
た
り
野
山
を
駆
け
回
っ
た
り
と
︑
と
て
も
活
発

に
遊
び
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
ん
な
自
由
奔
放
な

盤
珪
で
し
た
が
︑
兄
に
ひ
ど
く
叱
ら
れ
た
後
は
︑
次

第
に
学
問
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
り
ま
す
︒

　

あ
る
日
︑
盤
珪
は
﹁
大
学
﹂
を
読
ん
で
い
る
中
で
︑

﹁
明め

い

徳と
く

﹂
と
い
う
言
葉
に
目
を
留
め
ま
し
た
︒
そ
の
意

味
を
先
生
や
目
上
の
人
に
尋
ね
ま
す
が
︑
明
確
な
答

え
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
︒
盤
珪
が
17
歳
の
と
き
︑
赤あ

こ

う穂
︵
現

在
の
兵
庫
県
赤
穂
市
︶
の
随ず

い

鷗お
う

寺
の
雲う

ん

甫ぽ

和
尚
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
ま
す
が
︑
や
は
り
﹁
明
徳
﹂
の
意
味
に

つ
い
て
は
︑
盤
珪
の
納
得
の
い
く
答
え
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　

そ
こ
で
︑
盤
珪
は
仏
の
心
を
知
ろ
う
と
厳
し
い
修
行
に
取
り
組
み
ま
す
︒
あ
る
と
き
は
︑
あ
ま
り
に
座
禅
を
続

如法寺仏殿

如法寺山門
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盤
珪
と
ハ
ン
セ
ン
病

　

盤
珪
が
、
長
浜
町
の
西
隆
寺
に

い
た
と
き
の
こ
と
、
あ
る
日
、
一

人
の
ハ
ン
セ
ン
病
（
当
時
は
「
ら

い
病
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
）

を
わ
ず
ら
っ
て
い
る
人
が
、
盤
珪

の
下
で
教
え
を
受
け
、
頭
を
丸
め

た
い
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
盤
珪

は
、
す
ぐ
に
か
み
そ
り
で
そ
の
儀

式
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

そ
こ
に
同
席
し
て
い
た
侍
は
、
病

人
を
気
持
ち
悪
が
り
、
頭
を
丁
寧

に
扱
う
盤
珪
に
水
を
持
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
盤
珪
に
手
を
洗

う
よ
う
勧
め
た
の
で
す
。
そ
の
と

き
盤
珪
は
、
「
こ
の
病
人
よ
り
も
、

不
快
そ
う
に
嫌
う
お
前
の
心
の
方

が
よ
っ
ぽ
ど
汚
い
わ
い
。
」
と
言

い
放
ち
、
持
っ
て
来
た
水
を
使
お

う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
盤

珪
の
人
を
差
別
し
な
い
強
い
姿
勢

が
う
か
が
え
る
話
で
す
。

ぼ
く
も

見
習
わ
な
き
ゃ
。

け
過
ぎ
て
︑
お
尻
の
皮
が
む
け
て
し
ま
っ
た
り
︑
血
の
か
た
ま
り
を
吐

い
て
し
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒

　

盤
珪
が
26
歳
の
と
き
の
こ
と
で
し
た
︒
盤
珪
は
︑
﹁
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
苦
し
い
修
行
を
し
な
く
て
も
︑
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
迷
い
や
欲

が
な
く
︑
自
然
豊
か
な
景
色
を
同
じ
よ
う
に
愛
す
る
仏
の
心
を
も
っ
て

い
る
︒
﹂
と
悟
っ
た
の
で
す
︒
そ
の
後
︑
盤
珪
は
自
分
の
教
え
を
説
い

て
全
国
を
回
り
ま
し
た
︒

　

盤
珪
が
大
洲
と
縁
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
大
洲
藩
２
代
藩
主

加か

藤と
う

泰や
す

興お
き

が
盤
珪
の
教
え
に
感
嘆
し
︑
大
洲
に
来
る
よ
う
強
く
願
っ
た

か
ら
で
し
た
︒
そ
の
願
い
に
応
じ
︑
１
６
５
６
年
に
盤
珪
は
初
め
て
大

洲
を
訪
れ
ま
す
︒

　

そ
し
て
︑
１
６
６
９
年
︑
盤
珪
が
48
歳
の
と
き
︑
泰
興
は
︑
盤
珪
の
た
め
に
柚
木
に
如に

ょ

法ほ
う

寺じ

を
建
て
ま

し
た
。

　

盤
珪
は
︑
72
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
が
︑
そ
の
間
に
盤
珪
の
得
度
を
受
け
て
出
家
し
た
弟
子
は
４
０
０

余
名
︑
弟
子
と
し
て
教
え
を
受
け
た
も
の
は
５
万
人
余
り
い
ま
す
︒
ま
た
︑
新
し
く
寺
を
興
す
こ
と
を
禁
じ
ら

れ
て
い
た
当
時
︑
廃
れ
て
い
た
47
の
寺
を
復
興
す
る
と
と
も
に
︑
１
５
０
の
寺
を
興
し
ま
し
た
︒
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
︑
盤
珪
は
︑
多
く
の
人
々
に
尊
敬
さ
れ
︑
﹁
生
身
の
釈
迦
﹂
と
仰
が
れ
て
い
た
の
で
す
︒

　

盤
珪
の
教
え
は
︑
仏
心
に
性
別
や
身
分
は
関
係
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
︑
女
性
や
身
分
差
別
を
受
け

て
い
た
人
々
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
︒
現
在
も
︑
柚
木
に
あ
る
如
法
寺
は
︑
龍

り
ょ
う

門も
ん

寺じ

︵
姫
路
︶
︑
光こ

う

林り
ん

寺じ

︵
東
京
︶
と
並
ん
で
盤
珪
の
三
大
寺
と
し
て
︑
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
︒

盤珪が座禅を組んでいたと言われる座禅石（冨士山山頂）

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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川
田
雄
琴
と

止
善
書
院
明
倫
堂

（
３
）
県
内
初
の
藩
校
設
立
に
尽
力
し
た
川か

わ

田た

雄ゆ

う

琴き

ん

（
１
６
８
３
〜
１
７
６
０
）

　

川
田
雄
琴
は
︑
江
戸
の
出
身
で
︑
朱
子
学
を
学
ん
で
い
ま
し
た
が
︑
後
に
陽
明
学
者
の
三み

輪わ

執し
っ

斎さ
い

に
弟
子
入
り
し
︑

有
名
な
弟
子
の
一
人
と
な
り
ま
す
︒
雄
琴
が
大
洲
と
縁
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
１
７
３
２
年
︑
三
輪
執
斎
の

勧
め
で
︑
５
代
藩
主
加か

藤と
う

泰や
す

温あ
つ

が
雄
琴
を
陽
明
学
の
講
師
と
し
て
大
洲
に
招
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
︒

　

雄
琴
は
︑
藩
主
や
藩
士
に
陽
明
学
の
講
義
を
行
う
だ
け
で
な
く
︑
藩
内
を
巡
回
し
︑
庶
民
に
も
分
か
り
や
す

く
教
え
る
な
ど
︑
精
力
的
に
教
育
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
︒
ま
た
︑
藩
内
の
様
子
を
細
か
く
調
査
し
︑
多
く

の
人
々
の
善
行
を
記
録
し
た
「
豫よ

州
し
ゅ
う

大
洲
好こ

う

人じ
ん

録ろ
く

」
を
著
し
ま
し
た
︒
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
︑
大
洲
藩
の

藩
校
に
あ
た
る
止し

善ぜ
ん

書し
ょ

院い
ん

明め
い

倫り
ん

堂ど
う

を
創
設
し
た
こ
と
で
す
︒
当
時
は
︑
享

き
ょ
う

保ほ
う

の
大
飢
饉
の
頃
で
︑
大
洲
で
も

度
重
な
る
洪
水
に
よ
る
田
畑
の
流
出
や
虫
害
に
よ
る
凶
作
︑
城
下
町
の
大
火
な
ど
が
続
き
︑
藩
の
財
政
は
と
て

も
厳
し
く
︑
簡
単
に
は
藩
校
の
建
設
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
雄
琴
は
藩
や
住
民
に
節
制
を
訴
え

る
と
と
も
に
︑
城
中
や
自
宅
︑
領
内
の
多
く
の
村
落
で
︑
時
に
は
高
度
な
陽
明
学
の
理
論
か
ら
︑
誰
に
で
も
容

易
に
理
解
で
き
る
教
訓
ま
で
講
義
を
し
た
の
で
︑
藩
内
に
自
発
的
に
勉
学
に
励
む
風
習
が
で
き
た
の
で
す
︒

　

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
︑
雄
琴
は
１
７
４
７
年
に
︑
大
洲
小
学
校
前
の
現
在
の
観
光
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
止
善
書
院
明
倫
堂
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
明
倫
堂
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
︑
藩
主
泰
温
が
基
金
を

積
み
上
げ
る
と
と
も
に
︑
藩
士
や
庶
民
の
寄
付
な
ど
︑
藩
民
あ
げ
て
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
︑
泰
温
が
１
７
４
４

年
に
学
堂
を
建
設
す
る
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
そ
の
翌
年
︑
泰
温
は
亡
く
な
り
ま
し
た
が
︑
藩
主

を
引
き
継
い
だ
泰や

す
み
ち衑

が
完
成
さ
せ
ま
し
た
︒

　

明
倫
堂
は
︑
伊
予
８
藩
の
中
で
は
最
初
の
藩
校
で
︑
全
国
で
は
︑
28
番
目
に
当
た
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑

大
洲
藩
が
教
育
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
︒

　

雄
琴
は
明
倫
堂
の
初
代
教
授
を
務
め
ま
し
た
が
︑
引
退
し
た
後
は
︑
川
田
家
が
４
代
に
わ
た
っ
て
陽
明
学
を
教

え
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
後
も
︑
明
倫
堂
は
︑
明
治
時
代
に
学
制
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
︑
大
洲
藩
の
教
育
に
重
要
な

雄琴講演図明倫堂跡地
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「
豫
州
大
洲
好
人
録
」

　

１
７
３
７
年
か
ら
45
年
ま
で
の

９
年
間
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

雄
琴
の
自
序
や
題
言
、
教
示
な
ど

の
内
容
で
す
。
こ
の
書
が
印
刷
さ

れ
て
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は
、
雄

琴
の
死
後
40
年
目
の
１
８
０
０
年

の
こ
と
で
し
た
。

「
郷
約
」

　

秩
序
の
維
持
や
助
け
合
い
を
目

的
と
し
た
村
の
決
ま
り
の
こ
と
で

す
。

役
割
を
果
た
し
ま
し
た
︒
川
田
雄
琴
一
家
の
墓
は
︑
大
洲
市
柚
木
の
興
禅
寺
境
内
裏
の
山
の
中
腹
に
あ
り
ま
す
︒

❸

文
化
・
伝
承

（
１
）
豫よ

州
し
ゅ
う

大
洲
好こ

う

人じ

ん

録ろ

く

　

江
戸
時
代
の
半
ば
に
大
洲
藩
に
招
か
れ
た
川
田
雄
琴
は
︑
大
洲
藩
士
だ
け
で
な

く
農
民
や
町
人
な
ど
の
庶
民
に
も
分
か
り
や
す
く
陽
明
学
の
教
え
を
広
め
ま
し

た
︒
藩
内
を
巡
回
し
︑
至
る
と
こ
ろ
で
講
演
や
講
義
を
行
い
︑
多
く
の
人
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
し
た
︒

　

雄
琴
は
︑
巡
回
の
と
き
に
聞
い
た
庶
民
の
善
行
や
尊
い
行
い
を
︑
﹁
豫
州
大
洲

好
人
録
﹂
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
︒
こ
こ
に
は
︑
45
の
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒

こ
の
中
に
︑
「
成な

る

能の
う

村
農
民
二
十
七
人
同
志
郷

き
ょ
う

約や
く

之
事
」
と
い
う
話
が
あ
り

ま
す
︒
雄
琴
の
話
を
聞
い
た
成
能
村
︵
現
大
洲
市
成
能
︶
の
農
民
た
ち
が
︑
自
主

的
に
郷
約
を
作
っ
た
話
で
す
︒
当
時
︑
自
然
災
害
に
よ
る
凶
作
や
不
作
が
度
々
起

こ
り
︑
農
民
た
ち
が
安
心
し
て
生
活
で
き
に
く
い
状
況
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ

の
よ
う
な
と
き
に
聞
い
た
雄
琴
の
話
が
︑
農
民
た
ち
の
心
に
深
く
響
い
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
次
の
よ
う
な
決

ま
り
を
作
り
︑
守
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
し
た
︒

︵
全
11
か
条
の
一
部
︶

一　

 

近
年
農
作
物
が
不
作
で
困
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
か
ら
も
思
い
や
り
の
あ
る
誠
実
な

気
持
ち
を
も
っ
て
農
業
に
励
む
こ
と

成能村農民二十七人同志郷約の地の碑

豫州大洲好人録  教示
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１
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近
世
の
始
ま
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〜
安
土
桃
山
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代
）
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大
洲
藩　

加
藤
家
の
治
世

第
３
章　

激
動
の
幕
末

第
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章　

明
治
の
発
展

第
５
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大
正
・
昭
和
の
展
開

第
６
章　

大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々
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「
寛
政
異
学
の
禁
」

　

１
７
９
０
年
に
、
老
中
松ま

つ

平
だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

が
寛
政
の
改
革
で
行
っ
た
学

問
の
統
制
の
こ
と
で
す
。
朱
子
学

を
幕
府
の
正
式
な
学
問
と
し
、
湯

島
聖
堂
の
学
問
所
で
朱
子
学
以
外

の
講
義
や
研
究
を
禁
じ
ま
し
た
。

民
衆
も
陽
明
学
の

教
え
を
受
け
て

い
た
ん
だ
ね
。

大
洲
っ
て

す
ご
い
と
こ
ろ
。

一　

法
律
を
よ
く
守
り
︑
博
打
な
ど
の
非
行
を
し
な
い
こ
と

一　

隣
近
所
で
よ
く
話
し
合
い
︑
協
力
し
助
け
合
っ
て
農
業
を
す
る
こ
と

一　

派
手
な
服
装
を
せ
ず
︑
清
潔
で
質
素
な
身
な
り
を
す
る
こ
と

一　

家
族
は
も
ち
ろ
ん
︑
親
戚
一
同
と
も
仲
良
く
す
る
こ
と

一　

庄
屋
や
村
役
人
︑
仲
間
と
も
け
ん
か
や
口
論
を
し
な
い
こ
と

一　

冠
婚
葬
祭
や
い
ろ
い
ろ
な
会
合
の
経
費
を
節
約
す
る
こ
と

　

農
民
が
自
主
的
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
た
こ
と
に
︑
雄
琴
は
た
い
そ
う
驚
き
ま
し
た
︒
当
時
は
︑
農
民
た

ち
の
反
抗
︵
百

ひ
ゃ
く

姓
し
ょ
う

一い
っ

揆き

︶
を
恐
れ
た
藩
が
︑
庶
民
が
集
会
を
開
い
た
り
団
体
で
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
を
厳
し

く
禁
止
し
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
郷
約
を
つ
く
る
行
動
は
︑
そ
れ
に
反
し
て
い
ま
し
た
が
︑
藩
は
そ
の
内
容
に
感

心
し
一
切
の
罰
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　

こ
の
他
に
も
︑
家
族
の
た
め
に
一
生
懸
命
尽
く
し
た
人
︑
自
分
の
財
産
を
使
い
果
た
し
て
ま
で
困
っ
て
い
る

人
を
助
け
た
人
︑
貧
し
く
て
も
誠
実
に
生
き
た
人
な
ど
の
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
書
が
発
行
さ
れ
た
頃
は
︑

幕
府
の
﹁
寛
政
異
学
の
禁
﹂
に
よ
り
︑
朱
子
学
以
外
の
学
問
を
学
ぶ
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
︒
し

か
し
︑
大
洲
の
地
で
は
︑
こ
の
と
き
す
で
に
︑
中
江
藤
樹
か
ら
川
田
雄
琴
に
つ
な
が
る
陽
明
学
の
知
行
合
一
の

思
想
が
広
く
民
衆
に
も
及
ん
で
い
た
よ
う
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
陽
明
学
に
徹
し
た

雄
琴
の
著
述
が
発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

（
２
）
主し

ゅ

馬め

神し

ん

伝で

ん

流

　

肱
川
は
︑
流
域
の
人
々
が
日
々
の
糧
を
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
交
通
路
で
あ
り
︑
大
洲
城
に
と
っ
て
は
︑
自

然
の
堀
で
も
あ
る
の
で
す
︒
そ
の
反
面
︑
肱
川
は
大
洲
の
中
心
を
分
断
す
る
た
め
︑
大
洲
藩
と
し
て
は
︑
武
術
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の
一
つ
と
し
て
泳
ぎ
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
︒

　

そ
こ
で
︑
初
代
藩
主
加
藤
貞
泰
は
︑
１
６
１
７
年
︑
重
臣
で
あ
る
加か

藤と
う

主し
ゅ

馬め

光み
つ

尚な
お

に
命
じ
︑
大
洲
藩
の
水
術

を
創
始
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
主
馬
が
創
始
し
た
水
術
は
︑
岡お

か

如じ
ょ

柳
り
ゅ
う

斉さ
い

吉よ
し

英ひ
で

に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
︒

そ
の
後
は
︑
藩
の
武
芸
の
司

つ
か
さ

だ
っ
た
蓑み

の

島し
ま

家
が
受
け
継
ぎ
︑
武
芸
百
般
の
一
つ
と
し
て
肱
川
で
盛
ん
に
泳
が
れ

て
い
た
の
で
す
︒

　

泳
ぎ
方
は
︑
体
を
伏
せ
て
泳
ぐ
平へ

い

体た
い

と
立
ち
泳
ぎ
で
あ
る
立り

っ

体た
い

で
扇

あ
お
り

足あ
し

を
中
心
に
し
た
実
用
的
な
も
の
で
し

た
︒
そ
の
泳
ぎ
は
︑
藩
士
が
参
勤
交
代
の
際
に
︑
大
井
川
の
渡
し
人
足
か
ら
﹁
伊
予
の
川
猿
﹂
と
し
て
恐
れ
ら

れ
て
い
た
ほ
ど
な
の
で
す
︒

　

１
７
９
７
年
に
は
︑
蓑
島
家
の
高
弟
で
あ
る
伊い

藤と
う

祐す
け

根ね

が
︑
松
山
藩
に
水
連
師
役
︵
水
泳
の
先
生
︶
と
し
て

迎
え
ら
れ
︑
大
洲
藩
の
水
術
を
﹁
主
馬
流
﹂
と
名
付
け
て
︑
松
山
藩
士
へ
の
指
導
を
始
め
ま
し
た
︒
祐
根
は
︑

川
泳
ぎ
に
向
い
た
平
体
の
﹁
主
馬
流
﹂
を
︑
海

泳
ぎ
に
向
い
た
平
体
と
横
体
の
あ
る
泳
ぎ
に
改

め
﹁
神し

ん

伝で
ん

主し
ゅ

馬め

流
り
ゅ
う

﹂
と
改
名
し
ま
し
た
︒
実
用

的
で
海
で
も
使
え
る
大
変
す
ば
ら
し
い
泳
ぎ

だ
っ
た
の
で
︑
広
島
藩
や
津
山
藩
を
は
じ
め
諸

藩
の
士
が
入
門
し
︑
泳
法
を
身
に
付
け
広
く
使

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

　

さ
ら
に
︑
祐
根
の
嫡

ち
ゃ
く

子し

で
あ
る
伊い

藤と
う

祐す
け

雄お

は
︑

神
伝
主
馬
流
か
ら
横
体
泳
法
だ
け
を
抜
き
出
し

て
︑
門
弟
の
津
山
藩
士
植う

え

原は
ら

翼よ
く

龍
り
ゅ
う

に
伝
え
ま
し

た
︒
そ
れ
が
神
伝
流
と
し
て
︑
岡
山
︑
広
島
︑

苧綿櫓下の神伝流発祥の記念碑

　毎年、成人の日には、新成人

のこれからの活躍を願い、肱川

で寒中水泳が行われています。

そこで、主馬神伝流の古式泳法

が披露されます。
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無
形
文
化
財

　

日
本
の
伝
統
的
な
芸
能
や
工
芸

技
術
な
ど
無
形
の
文
化
的
所
産

で
、
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
価
値

の
高
い
も
の

江
戸
を
中
心
に
広
く
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
︒

　

明
治
時
代
に
な
っ
て
︑
水
術
の
公
的
な
継
承
は
途
絶
え
ま
し
た
が
︑
肱
川
で
の
川
泳
ぎ
は
︑
大
洲
の
人
た
ち

の
間
で
︑
普
段
の
泳
ぎ
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
︒
大
洲
で
の
こ
の
古
式
泳
法
は
︑
１
９
５
７
︵
昭
和

32
︶
年
に
神
伝
流
の
一
つ
の
分
派
と
し
て
日
本
水
泳
連
盟
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
２
０
０
２
︵
平
成

14
︶
年
に
︑
愛
媛
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
︑
２
０
１
３
︵
平
成
25
︶
年
に
は
︑
日
本
水
泳
連
盟
か
ら
主
馬

神
伝
流
と
し
て
一
流
派
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒

　

﹁
主
馬
神
伝
流
﹂
の
名
称
は
︑
創
始
者
で
あ
る
加
藤
主
馬
の
名
と
︑
松
山
の
﹁
神
伝
主
馬
流
﹂
に
ち
な
む
も
の
で
︑

現
在
は
大
洲
市
の
ほ
か
松
山
で
も
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
　

主
馬
神
伝
流
の
泳
ぎ
方

⃝
平
体
︙
水
面
に
伏
し
た
姿
勢
の
泳
ぎ

⃝
横
体
︙ 

片
方
の
肩
を
下
に
し
た
横
向

き
の
姿
勢
の
泳
ぎ

⃝
立
体
︙
立
ち
泳
ぎ

⃝
扇
︵
あ 

お
り
︶
足
︙
両
足
を
ま
っ
す

ぐ
に
伸
ば
し
て
揃
え
︑
膝
を

曲
げ
て
両
足
を
大
き
く
広
げ

て
開
き
︑
弧
を
描
き
な
が
ら

水
を
扇
︵
あ
お
︶
っ
て
ま
っ

す
ぐ
伸
ば
す
︒

ぼ
く
も
負
け
ず
に

練
習
す
る
ぞ
ー
。

❶❷❸❹❺

扇足の動き
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有
形
民
俗
文
化
財

　

衣
食
住
、
生
業
、
信
仰
、
年
中

行
事
な
ど
に
関
す
る
風
俗
習
慣
、

民
俗
芸
能
、
民
俗
技
術
な
ど
の
無

形
の
民
族
文
化
財
に
用
い
ら
れ
る

衣
服
、
器
具
、
家
屋
そ
の
他
の
有

形
で
価
値
の
高
い
も
の

無
形
民
俗
文
化
財

　

演
劇
・
音
楽
・
工
芸
技
術
そ
の

他
の
無
形
の
文
化
的
所
産
で
歴
史

上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も

の

地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て

伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
３
）
大お

お

谷た

に

文ぶ

ん

楽ら

く

　

肱
川
町
大
谷
地
域
に
は
︑
今
も
大
谷
文
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
︒
２
０
１
５
︵
平
成
27
︶
年
現
在
で
は
10

名
の
座
員
が
所
属
し
て
い
て
︑
発
表
会
や
公
演
会
の
前
に
集
中
し
て
稽け

い

古こ

を
し
て
い
ま
す
︒
２
０
１
４
︵
平
成

26
︶
年
３
月
で
閉
校
に
な
っ
た
大
谷
小
学
校
で
は
︑
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
利
用
し
て
文
楽
を
学
ん
で
い
ま

し
た
︒
現
在
は
︑
定
期
公
演
や
肱
川
中
学
校
な
ど
を
訪
問
し
て
発
表
会
を
行
う
こ
と
で
︑
児
童
や
生
徒
た
ち
に

伝
統
を
つ
な
い
で
い
く
と
と
も
に
︑
保
存
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
は
︑
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
大
谷
文
楽
が
︑
ど
の
よ
う
に
肱
川
町
に
伝
わ
っ
た
の
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
︒

　

１
８
５
３
年
︑
黒
船
が
来
航
し
た
慌
た
だ
し
い
年
に
︑
大

谷
地
区
に
吉
田
伝
次
郎
率
い
る
淡
路
の
人
形
芝
居
が
巡
業
し

て
き
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
巡
業
中
に
江
戸
幕
府
の
12
代
将

軍
徳と

く

川が
わ

家い
え

慶よ
し

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
そ
の
喪
に
服

す
た
め
に
歌
舞
音
曲
が
停
止
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
一

座
の
座
員
は
そ
れ
ぞ
れ
故
郷
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
し
か

し
︑
５
人
の
座
員
は
︑
大
谷
に
と
ど
ま
り
︑
村
の
青
年
に
人

形
を
操
る
技
術
を
伝
授
し
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
素
人
と
玄
人

が
合
同
で
初
め
て
文
楽
を
演
じ
た
と
こ
ろ
︑
大
変
な
好
評
を

博
し
ま
し
た
︒
こ
れ
を
契
機
に
︑
１
８
５
６
年
に
は
︑
大
谷

の
知ち

者し
ゃ

ノの

木き

に
移
住
し
て
い
た
徳
島
出
身
の
数
名
を
徳
島
へ

派
遣
し
︑
人
形
や
衣
装
︑
そ
の
他
の
諸
道
具
を
買
い
入
れ
る

な
ど
し
て
︑
こ
つ
こ
つ
と
文
楽
に
必
要
な
道
具
を
充
実
さ
せ

肱川中学校での文楽公演
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て
い
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
農
閑
期
を
利
用
し
て
文
楽
を
上
演
し
︑
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し
た
︒

　

そ
れ
以
降
︑
大
谷
地
区
の
人
々
に
継
承
さ
れ
て
︑
地
区
に
文
楽
が
根
付
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
︒

　

し
か
し
︑
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
︑
大
谷
文
楽
に
関
わ
る
大
き
な
事
件
も
あ
り
ま
し
た
︒

　

１
９
４
２
︑
１
９
４
３
︵
昭
和
17
︑
18
︶
年
頃
︑
破
損
し
つ
つ
あ
る
人
形
の
頭

か
し
ら

を
新
品
と
交
換
す
る
と
い
う
甘

い
誘
い
に
乗
せ
ら
れ
て
︑
名
品
だ
っ
た
人
形
の
頭
を
手
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
そ
の
後
︑
専
門
家
に
鑑
定

を
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
︑
残
っ
た
頭
の
中
に
は
国
宝
級
の
頭
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︒
残
念
な
が
ら
︑

散
逸
し
た
頭
な
ど
は
戻
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
が
︑
残
っ
た
貴
重
な
頭
は
︑
新
た
に
調
達
し
た
頭
な
ど
と
と
も
に
︑

大
切
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　

文
楽
は
︑
浄
瑠
璃
・
三
味
線
・
人
形
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
︑
日
本
人
の
心
を
描
く
総
合
舞
台
芸
術
で
す
︒
そ
の

文
楽
へ
の
認
識
が
︑
徐
々
に
浸
透
し
て
い
き
︑
１
９
６
４
︵
昭
和
39
︶
年
に
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
︒
大
谷
文
楽
の
出
し
物
は
﹁
絵
本
太
功
記
十
段
目
尼
が
崎
の
段
﹂﹁
三
国
伝
来
玉た

ま

藻も
の

前ま
え

旭
あ
さ
ひ
の

袂
た
も
と

道
春
館
の
段
﹂

な
ど
の
９
つ
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
︒

（
４
）
河か

わ

辺べ

鎮し

縄め

神か

ぐ

ら楽
（
山や

ま

鳥と

坂さ

か

鎮し

縄め

神か

ぐ

ら楽
）

　

毎
年
︑
８
月
13
日
に
︑
肱
川
町
の
旧
岩い

わ

谷や

小
学
校
跡
地
で
は
︑
夜
神
楽
が
行
わ
れ
︑
大
勢
の
お
客
さ
ん
の
熱

気
に
包
ま
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
肱
川
町
岩
谷
地
区
で
守
り
続
け
ら
れ
て
い
る
﹁
河
辺
鎮
縄
神
楽
﹂
で
す
︒　

　

こ
の
神
楽
の
由
来
は
︑
１
５
２
２
年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
︒
和わ

気け

出い

ず

も雲
守

の
か
み

が
︑
現
在
の
大
洲
市
肱
川
町
と
河

辺
町
の
境
に
︑
松
の
窪
城
を
築
城
し
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
日

ひ
ゅ
う

向が

国
︵
宮
崎
県
高た

か

千ち

穂ほ

︶
へ
行
っ
た
お
り
︑
岩
戸

神
楽
を
見
て
感
動
し
︑
自
ら
そ
の
技
術
を
習
い
︑
地
元
へ
帰
り
︑
神
主
を
集
め
て
創
始
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
江
戸
時
代
に
も
ず
っ
と
地
域
の
人
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
︒

　

演
目
は
︑
16
座
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
の
一
つ
︑
岩
戸
開
き
の
舞
は
︑
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
が
︑
弟
の

素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
の
乱
暴
を
怒
り
︑
天
の
岩
戸
︵
洞
窟
︶
へ
籠こ

も
ら
れ
た
た
め
︑
世
の
中
が
暗
闇
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
始

人形の頭大谷文楽
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毎
年
大
勢
の
人
が

夜
神
楽
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
よ
。

ぼ
く
も
大
好
き
！

ま
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
に
困
っ
た
神
々
が
協
議
し
︑
岩
戸
の
前
で
笛
や
太
鼓
︑
鈴
を
鳴
ら
し
て
舞
い
︑
天
照

大
神
に
再
び
世
の
中
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
た
だ
こ
う
と
す
る
内
容
の
も
の
で
す
︒
そ
の
他
に
も
︑
﹁
日

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊

の
舞
﹂
や
﹁
恵え

比び

寿す

の
舞
﹂
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
︑
特
に
「
大
蛇
退
治
の
舞
」
で
の
︑
大
蛇
の
仕
草
と
素
戔
嗚

尊
と
の
格
闘
の
場
面
は
迫
力
満
点
で
す
︒

　

河
辺
鎮
縄
神
楽
は
︑
１
９
９
８
︵
平
成
10
︶

年
︑
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
た
世
界
旅
行
見
本

市
で
公
演
し
︑
大
成
功
を
収
め
て
い
ま
す
︒

舞
台
と
な
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
ス
テ
ー
ジ
で
伝

統
の
演
技
︑
﹁
大
蛇
退
治
の
舞
﹂
を
披
露
し
︑

盛
大
な
拍
手
を
受
け
ま
し
た
︒
ロ
ン
ド
ン
大

学
の
デ
ー
ビ
ッ
ト
博
士
は
︑
﹁
今
回
の
親
善

公
演
は
︑
大
学
始
ま
っ
て
以
来
の
人
気
で
あ
っ

た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
日
本
の
伝
統
芸
能
を
直

接
鑑
賞
し
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
︑
会
場
内

外
で
の
交
流
な
ど
︑
演
技
を
通
じ
て
心
と
心

が
響
き
合
っ
た
か
ら
だ
︒
﹂
と
絶
賛
の
言
葉
を

贈
っ
て
い
ま
す
︒

　

こ
の
河
辺
鎮
縄
神
楽
は
︑
１
９
７
０
︵
昭

和
45
︶
年
に
愛
媛
県
の
無
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
︑
１
９
７
７
︵
昭
和
52
︶
年
に
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
替
え
さ
れ
て
い
ま
す
︒

河辺鎮縄神楽

「大蛇退治の舞」で八岐大蛇と戦う素戔嗚尊
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（
５
）
藤
縄
神
楽

　

大
洲
市
北
東
部
を
流
れ
る
矢
落
川
上
流
域
に
位
置
す
る
柳
沢
地
区
で
は
︑
﹁
春
は
お
神
楽
か
ら
始
ま
る
﹂
と
言

わ
れ
︑
２
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
の
多
く
の
春
祭
り
で
藤
縄
神
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
藤
縄
神
楽
は
︑

神
社
拝
殿
等
で
厄
除
け
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
る
神
事
で
す
が
︑
地
域
の
人
々
は
﹁
春
神
楽
﹂
と
呼
び
︑
神
楽
場

の
周
り
で
酒
食
を
し
な
が
ら
見
物
し
て
楽
し
む
春
の
風
物
詩
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
︒

　

１
８
４
５
︵
弘
化
２
︶
年
栗
田
家
文
書
﹁
御
神
楽
式
﹂
に
よ
る
と
︑
こ
の
神
楽
の
起
源
は
︑
藤
縄
・
柳
沢
・
田
処
・

喜
多
山
・
恋
木
な
ど
の
矢
落
川
上
流
域
の
各
村
の
神
職
た
ち
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

こ
れ
が
︑
地
域
の
神
楽
師
に
受
け
継
が
れ
︑
現
在
は
﹁
藤
縄
神
楽
保
存
会
﹂
に
よ
っ
て
守
り
継
が
れ
て
い
ま
す
︒

観
衆
と
の
戯
れ
や
曲
芸
な
ど
の
見
せ
場
が
多
い
の
が
藤
縄
神
楽
の
特
徴
で
す
が
︑
特
に
﹁
悪あ

く

魔ま

払
は
ら
い

鬼お

に

四し

天て

ん

﹂
と
い

う
演
目
は
︑
観
衆
が
舞
い
に
参
加
し
た
り
﹁
ダ
イ
バ
﹂
と
呼
ば
れ
る
鬼
役
の
神
楽
師
が
客
席
に
入
っ
て
観
衆
と
掛

け
合
っ
た
り
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
︒

　

藤
縄
神
楽
を
構
成
す
る
全
18
演
目
の
全
て
を
演
じ
る
と
︑
約
５
時
間
を
要
し
ま
す
が
︑
神
楽
師
の
舞
い
は
︑
全

て
の
歩
数
や
歩
幅
が
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
非
常
に
厳
粛
で
す
︒
し
か
し
︑
舞
い
に
花
を
添
え
る
囃は

や

子し

の
太
鼓
に

関
し
て
は
︑
神
楽
師
の
舞
い
に
合
わ
せ
て
自
由
に
演
奏
を
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒

　

言
い
伝
え
に
よ
る
と
︑
か
つ
て
道
後
温
泉
の
湯
が
出
な
く
な
っ
た
と
き
に
︑
太
鼓
の
名
人
で
あ
っ
た
藤
縄
三
嶋

神
社
の
神
主
が
神
楽
を
奉
納
し
︑
太
鼓
を
﹁
デ
ン
デ
ン
﹂
と
打
っ
た
そ
う
で
す
︒
そ
れ
で
も
湯
が
出
な
い
の
で
﹁
ド

ン
ド
ン
︑
デ
ル
デ
ル
﹂
と
打
っ
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
音
に
応
じ
る
よ
う
に
湯
が
湧
き
出
し
て
人
々
を
驚
か
せ
た
と
い

う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
︒

　

こ
の
藤
縄
神
楽
は
２
０
１
０
︵
平
成
22
︶
年
に
愛
媛
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
︒
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そ
の
他
の
特
産
品

「
伊
予
生
糸
」

　

大
洲
藩
11
代
藩
主
加か

藤と
う

泰や
す

幹も
と

は
、
養
蚕
業
の
先
進
地
と
さ
れ
て

い
た
甲か

い

の

く

に

斐
国
（
山
梨
県
）
へ
家
臣

を
遣
わ
し
、
養
蚕
の
巧
者
数
名
を

雇
い
入
れ
、
桑
の
苗
数
千
本
を
持

ち
帰
ら
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
功
を

奏
し
、
そ
の
後
、
大
洲
の
養
蚕
業

は
大
き
く
振
興
し
、
明
治
時
代
に

な
る
と
大
洲
の
中
心
的
な
産
業
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
伊
予
郡
本
宮
村
（
伊

予
市
）
で
塩
田
の
開
発
も
行
わ
れ

ま
し
た
。

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に

指
定
さ
れ
た
大
洲
和
紙

　

１
９
７
７
（
昭
和
52
）
年
に
国

の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
、

障
子
紙
は
、
皇
室
の
御
用
邸
な
ど

に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

❹

産
業

　

江
戸
時
代
の
村
人
の
生
活
は
︑
自
給
自
足
に
近
い
も
の
で
し
た
︒
ま
た
︑
幕
府
は
安
定
し
て
年
貢
を
取
る
た

め
に
︑
米
以
外
の
作
物
の
栽
培
を
制
限
し
て
い
ま
し
た
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
江
戸
時
代
中
期
以
降
は
︑
国
内
に
お
け
る
商
品
経
済
が
発
展
し
︑
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
︑
価
値
の

あ
る
商
品
を
作
り
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
都
市
で
手
工
業
が
発
展
す
る
と
と
も
に
︑
農
村

で
は
そ
の
原
料
と
な
る
商
品
作
物
の
栽
培
が
広
が
っ
た
の
で
す
︒
ま
た
︑
村
人
が
作
物
を
自
分
で
製
品
に
加
工

し
て
問
屋
に
売
る
家
内
工
業
も
発
達
し
ま
し
た
︒
当
時
の
特
産
品
と
し
て
は
︑
灘な

だ

の
酒
︵
兵
庫
県
︶
や
瀬
戸
内

海
の
塩
︑
有
田
の
磁
器
︵
佐
賀
県
︶
︑
輪
島
の
漆
器
︵
石
川
県
︶
︑
南
部
の
鋳
物
︵
岩
手
県
︶
︑
越
前
の
紙
︵
福
井
県
︶

な
ど
が
有
名
で
す
︒

　

こ
の
時
代
︑
大
洲
で
も
同
じ
よ
う
に
特
産
品
が
作
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
中
か
ら
﹁
大
洲
和
紙
﹂

﹁
木も

く

蝋ろ
う

﹂
﹁
砥
部
焼
﹂
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
︒

（
１
）
天
下
に
独
歩
す
る
大
洲
の
和
紙

　

大
洲
の
和
紙
は
︑
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
﹁
延え

ん

喜ぎ

式し
き

﹂
に
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
古
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒

原
料
の
コ
ウ
ゾ
︵
楮
︶
は
︑
昔
か
ら
山
間
部
に
自
生
し
て
い
ま
し
た
し
︑
紙
す
き
に
必
要
な
き
れ
い
な
水
は
︑

豊
富
で
し
た
の
で
︑
冬
の
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

　

そ
れ
が
︑
江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
︑
突
如
︑「
大
洲
半
紙
」
と
し
て
そ
の
質
の
高
さ
が
有
名
に
な
り
ま
す
︒

こ
の
こ
と
は
︑
幕
末
の
経
済
学
者
で
あ
る
佐さ

藤と
う

信の
ぶ

淵ひ
ろ

が
著
書
の
中
で
﹁
今
の
世
の
中
で
︑
伊
予
の
大
洲
半
紙
は

厚
く
て
幅
も
広
く
︑
天
下
に
独
歩
す
る
勢
い
で
あ
る
﹂
と
絶
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
︒

　

こ
の
大
洲
和
紙
の
発
展
に
は
︑
２
人
の
先
駆
者
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
︒
一
人
は
︑
岡お

か

崎ざ
き

治じ

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

で
あ
り
︑

も
う
一
人
は
︑
宗

し
ゅ
う

昌
し
ょ
う

禅ぜ
ん

定
じ
ょ
う

門も
ん

で
す
︒
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品
質
が
高
か
っ
た

大
洲
半
紙

　

「
火
事
と
喧け

ん

嘩か

は
江
戸
の
華
」
と

い
わ
れ
た
江
戸
の
商
人
は
、
大
洲

半
紙
を
商
業
用
帳
簿
（
大
福
帳
）

と
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
火
事

の
時
に
は
焼
失
を
逃
れ
る
た
め
に
、

そ
れ
を
井
戸
に
投
げ
入
れ
て
い
ま

し
た
が
、
数
日
後
に
井
戸
か
ら
取

り
出
し
て
も
、
原
形
を
失
わ
ず
、

墨
で
書
か
れ
た
文
字
も
鮮
や
か
な

ま
ま
で
し
た
。
ま
た
、
大
阪
で
も
、

大
塩
平
八
郎
の
乱
で
火
災
が
発
生

し
た
と
き
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が

あ
り
、
大
洲
半
紙
の
評
判
は
よ
か
っ

た
よ
う
で
す
。

大
洲
紙
騒
動

　

１
８
１
６
年
城
下
近
く
の
村
の

庄
屋
た
ち
が
中
心
と
な
り
、
藩
の

専
売
制
に
か
ら
む
、
下
級
役
人
の

苛か

酷こ
く

な
取
り
締
ま
り
や
商
人
た
ち

の
癒ゆ

着
ち
ゃ
く

な
ど
の
不
正
を
糾

き
ゅ
う

弾だ
ん

し

よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
反
乱
は

未
遂
に
終
わ
り
、
首
謀
者
は
処
刑

さ
れ
ま
し
た
。

　

大
洲
藩
2
代
藩
主
加か

藤と
う

泰や
す

興お
き

は
︑
当
時
︵
寛
永
年
間
︶
紙

す
き
が
衰
退
し
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
い
︑
紙
す
き
の
技

術
を
も
っ
た
一
族
で
あ
る
土
佐
の
浪ろ

う

人に
ん

岡
崎
治
郎
左
衛
門
を

召
し
抱
え
ま
し
た
︒
治
郎
左
衛
門
は
︑
大
洲
藩
の
保
護
を
受

け
︑
紙
す
き
の
作
業
所
を
整
え
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
技
術
を

子
孫
に
伝
え
︑
以
後
代
々
︑
藩
の
御
用
紙
を
す
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
︒

　

そ
れ
と
は
別
に
︑
村
人
に
紙
す
き
の
技
術
を
伝
授
し
た
の

は
︑
越
前
︵
福
井
県
︶
の
紙
す
き
師
で
あ
る
宗
昌
禅
定
門
で

し
た
︒
宗
昌
禅
定
門
は
元
禄
年
間
︵
１
６
８
８
～
１
７
０
３
︶︑

大
洲
領
の
平
岡
村
︵
現
内
子
町
︶
に
住
み
着
き
︑
紙
す
き
師

と
し
て
大
洲
和
紙
の
改
良
に
一
生
を
さ
さ
げ
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
土
佐
紙
と
越
前
紙
の
紙
す
き
の
高
度
な
技

術
が
導
入
さ
れ
た
大
洲
和
紙
は
︑
そ
の
後
︑
大
い
に
隆
盛
を

極
め
ま
す
︒

　

大
洲
藩
は
︑
コ
ウ
ゾ
の
苗
を
土
佐
か
ら
購
入
し
︑
商
品
作
物
と
し
て
コ
ウ
ゾ
栽
培
を
広
げ
ま
し
た
︒
ま
た
︑

生
産
さ
れ
た
和
紙
を
大
洲
の
特
産
品
と
し
て
紙
問
屋
や
仲
買
者
に
買
い
上
げ
さ
せ
て
製
紙
業
を
奨
励
し
て
い
き

ま
す
︒
製
紙
業
の
発
展
は
︑
庄
屋
や
豪
商
︑
商
人
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う

な
状
況
に
反
発
す
る
村
人
た
ち
も
い
ま
し
た
︒

　

そ
こ
で
︑
藩
は
︑
商
人
の
座
を
廃
止
し
て
︑
和
紙
や
コ
ウ
ゾ
を
藩
の
専
売
制
と
し
ま
し
た
︒
こ
れ
ま
で
の
民

間
の
取
引
を
停
止
さ
せ
︑
藩
の
船
で
和
紙
を
す
べ
て
大
坂
蔵
屋
敷
に
納
入
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
︒
ま
た
︑

五十崎の和紙（内子町提供）

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

42



伊
予
式
箱
晒
法

　

芳
我
弥
三
右
衛
門
が
、
あ
る
夜
、

厠か
わ
や

に
行
っ
た
際
、
手
に
し
て
い
た

ろ
う
そ
く
か
ら
溶
け
た
蝋
が
手
水

鉢
に
落
ち
、
小
さ
な
結
晶
に
な
る

の
を
見
て
考
案
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
芳
我
家
の
白
蝋
は
、

パ
リ
の
博
覧
会
に
出
品
し
て
表
彰

さ
れ
る
な
ど
世
界
的
な
評
価
を
獲

得
し
、
輸
出
を
大
幅
に
伸
ば
し
ま

し
た
。

ぼ
く

暗
い
と
こ
嫌
い
。

ろ
う
そ
く
は
当
時

必
需
品
だ
っ
た
ん
だ
。

藩
の
買
い
上
げ
と
す
る
た
め
に
︑
領
内
に
楮

こ
う
ぞ

役
所
と
紙
役
所
を
設
置
し
ま
し
た
︒
宝
暦
年
間
︵
１
７
５
１
～

１
７
６
４
︶
に
は
︑
大
洲
藩
の
収
入
の
８
割
を
︑
和
紙
が
占
め
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
が
大
洲

紙
騒
動
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
︒

　

明
治
時
代
に
な
る
と
︑
藩
に
よ
る
統
制
が
解
け
た
た
め
︑
紙
の
品
質
が
低
下
し
ま
し
た
が
︑
ミ
ツ
マ
タ
︵
三
椏
︶

を
原
料
と
す
る
改
良
半
紙
に
着
手
し
︑
再
び
和
紙
作
り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒

（
２
）
大
洲
藩
が
奨
励
し
た

　
　

  

内
子
の
木も

く

蝋ろ

う

　

電
灯
や
ガ
ス
灯
の
な
い
こ
の
時
代
︑
夜
を
過
ご
す

た
め
に
は
︑
菜
種
油
と
ろ
う
そ
く
が
必
需
品
で
し
た
︒

ろ
う
そ
く
は
︑
ハ
ゼ
︵
櫨
︶
の
実
か
ら
油
を
搾
っ
た

木
蝋
か
ら
作
ら
れ
ま
す
︒

　

大
洲
藩
内
の
木
蝋
づ
く
り
は
︑
五
十
崎
村
の
豪
商

綿わ
た

屋や

が
︑
安あ

き

の

く

に

芸
国
︵
広
島
県
︶
か
ら
蝋ろ

う

打
人
を
雇
っ

た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
大
洲
藩
は
︑

九
州
や
広
島
か
ら
ハ
ゼ
の
苗
木
を
取
り
寄
せ
︑
栽
培

を
奨
励
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
蝋ろ

う

打う
ち

や
蝋ろ

う

晒
さ
ら
し

︑
ろ
う
そ

く
づ
く
り
の
技
術
も
伝
え
ら
れ
︑
綿
屋
は
大
洲
藩
に

蝋
や
木
蝋
か
ら
作
ら
れ
る
鬢び

ん

付づ
け

油
あ
ぶ
ら

を
献
上
し
て
木
蝋

販
売
を
認
め
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
こ
の
木
蝋
づ
く
り

は
︑
内
ノ
子
村
︵
現
在
の
内
子
町
︶
や
新
谷
藩
に
も

伝
わ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
生
の
蝋
を
︑
鉋

か
ん
な

で
削
り

内子のろうそく（内子町提供）
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砥
部
焼
も
大
洲
藩
の

特
産
品
な
の
ね
。

天
日
で
晒さ

ら

し
て
作
る
白は

く

蝋ろ
う

は
︑
不
純
物
を
う
ま
く
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
品
質
が
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
︒

　

し
か
し
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
︑
芳は

我が

弥や

三ざ

右
え

衛
門も

ん

が
︑
生
の
蝋
を
溶
か
し
︑
冷
水
に
注
い
で
で
き
る

蝋ろ
う

花ば
な

を
天
日
に
晒
す
「
伊
予
式
箱は

こ

晒
さ
ら
し

法
」
を
考
案
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
良
質
の
白
蝋
が
生
産
さ
れ
︑
芳
我
家

は
日
本
一
の
製
蝋
業
者
と
な
っ
て
い
き
ま
す
︒

（
３
）
大
洲
藩
の
特
産
品
だ
っ
た
砥
部
焼

　

﹁
砥
部
焼
﹂
は
砥
部
町
の
特
産
品
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑

江
戸
時
代
の
資
料
を
見
る
と
大
洲
藩
の
特
産
品
と
し
て

記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
江
戸
時
代
の
砥
部
町

は
大
洲
藩
だ
っ
た
こ
と
が
理
由
な
の
で
す
︒
先
に
も

触
れ
た
大
洲
藩
と
松
山
藩
と
の
間
で
替
え
地
が
行
わ
れ

た
砥
部
は
︑
焼
き
も
の
に
適
し
た
陶
石
︵
安
山
岩
︶
が

産
出
し
︑
周
り
の
山
か
ら
は
︑
燃
料
と
な
る
赤
松
が
大

量
に
採
れ
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
地
は
古
く
か
ら

陶
器
の
産
地
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

　

江
戸
中
期
の
１
７
７
５
年
︑
大
洲
藩
9
代
藩
主
加
藤

泰や
す

候と
き

は
︑
特
産
の
砥
石
の
屑く

ず

を
利
用
し
た
白
磁
︵
磁
器
︶

の
開
発
を
杉す

ぎ

野の

丈
じ
ょ
う

助す
け

に
命
じ
ま
す
︒
丈
助
は
︑
登

の
ぼ
り

窯が
ま

を
作
る
と
と
も
に
︑
肥ひ

前ぜ
ん

︵
佐
賀
県
︶
か
ら
陶
工
を
招
き
︑

磁
器
づ
く
り
を
始
め
ま
し
た
︒
何
度
も
失
敗
を
繰
り
返

登窯

砥部焼

砥部焼絵付け（大洲北中学校）

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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し
な
が
ら
も
︑
１
７
７
７
年
︑
つ
い
に
磁
器
づ
く
り
に
成
功
し
ま
す
︒

　

そ
の
後
︑
新
た
な
原
料
﹁
川か

わ

登と

石
﹂
を
発
見
し
た
り
︑
レ
ン
ガ
を
使
っ
た
窯
や
陶
石
を
砕
く
た
め
の
動
力
と

し
て
水
車
を
作
っ
た
り
し
て
︑
技
術
を
向
上
さ
せ
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　

磁
器
の
焼

し
ょ
う

成せ
い

に
成
功
し
た
大
洲
藩
は
︑
窯
の
運
営
は
民
間
に
任
せ
︑
開か

い

窯よ
う

や
焼
成
︑
出
荷
に
税
を
課
し
ま
し
た
︒

窯
場
は
城
下
か
ら
遠
い
た
め
︑
郡ぐ

ん

中
ち
ゅ
う

︵
伊
予
市
︶
の
代
官
所
に
管
理
さ
せ
︑
郡
中
か
ら
問
屋
を
通
じ
て
出
荷
さ

せ
た
の
で
︑
砥
部
焼
は
︑
松
山
を
は
じ
め
︑
遠
く
大
阪
方
面
に
ま
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

　

小
学
校
の
社
会
科
で
は
︑
副
読
本
の
﹁
愛
媛
の
く
ら
し
﹂
な
ど
を
使
い
︑
愛
媛
県
の
代
表
的
な
伝
統
工
芸
品

で
あ
る
﹁
五
十
崎
の
和
紙
﹂
や
﹁
内
子
の
ろ
う
そ
く
﹂﹁
砥
部
の
砥
部
焼
﹂
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
︒
こ
れ
ら
は
︑

現
在
︑
大
洲
市
の
特
産
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
れ
ら
の
伝
統
工
芸
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
︑

大
洲
藩
の
政
策
で
し
た
︒
ま
た
︑
大
洲
藩
が
︑
奨
励
や
保
護
︑
品
質
改
良
に
努
め
た
こ
と
が
︑
こ
れ
ら
の
工
芸

品
が
現
在
ま
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
き
な
要
因
な
の
で
す
︒

砥石山（砥部町外山）

　平安時代から、砥石を採掘しており、藩

政時代には大洲藩の直営事業として採掘さ

れ、砥部焼の原料としていました。
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