


幕
末
期
の
尚
徳

　

武
田
敬
孝
と
と
も
に
勤
王
の
志

を
も
っ
て
京
都
へ
出
向
き
、
各
藩

の
志
士
た
ち
や
勤
王
の
志
を
抱
く

公
家
た
ち
と
交
流
を
も
ち
ま
し

た
。大

参
事

　

明
治
時
代
初
期
に
置
か
れ
た
官

職
で
、
現
在
で
言
え
ば
副
知
事
に

当
た
り
、
幕
藩
体
制
の
中
で
は
家

老
に
相
当
し
ま
す
。
１
８
６
９（
明

治
2
）
年
、
政
府
は
版
籍
奉
還
を

行
い
、
続
い
て
廃
藩
置
県
を
実
施

し
て
、
旧
大
名
の
藩
知
事
を
東
京

に
招
集
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大

洲
県
知
事
の
下
に
大
参
事
を
置
く

と
定
め
ら
れ
、
山
本
尚
徳
が
就
任

し
ま
し
た
。

明
治
維
新
と
い
う

改
革
の
中
で
大
き
な

功
績
を
残
し
ま
し
た
。

❶

大
洲
県
大
参
事 

山や

ま

本も

と

尚ひ

さ

徳の

り

（
１
８
２
６
〜
１
８
７
１
）

　

山
本
尚
徳
は
、
１
８
７
０
（
明
治
３
）
年
、
そ
れ
ま
で
の
藩
主
加
藤
泰
秋
に
代
わ
り
、
大
洲
の
政
治
を
中

心
に
な
っ
て
進
め
る
「
大
参
事
」
と
い
う
役
職
に
就
き
ま
し
た
。
翌
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
７
月
に

は
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
大
洲
県
が
誕
生
し
、
尚
徳
が
大
洲
の
県
政
を
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

文
明
開
化
の
進
歩
的
な
方
針
を
県
政
に
採
用
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
に
、
養
蚕
の
奨
励
が
あ
り
ま
し
た
。

　

江
州
（
今
の
滋
賀
県
）
か
ら
桑
の
苗
を
取
り
寄
せ
て
、
無
償
で
農
家
に
配
っ
た
り
、
自
分
か
ら
率
先
し
て
養

蚕
を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
茶
の
木
の
栽
培
も
奨
励
し
、
京
都
の
宇
治
か
ら
製
茶
工
を
雇
い
入
れ
て
、

製
茶
の
産
業
も
興
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
英
語
を
学
ぶ
こ
と
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、
西
洋
医
学
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、

大
洲
地
方
の
産
業
や
文
化
の
発
展
に
も
力
を
注
ぎ
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。　

 
 

し
か
し
、
尚
徳
が
進
め
よ
う
と
し
た
こ
れ
ら
の
政
治
は
、
旧
藩
士
全
員
の
賛
同
を
得
る
に
は
至
ら
ず
、
対
立
も

生
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
も
と
で
、
加か

藤と
う

泰や
す

秋あ
き

が
上
京
す
る
際
に
は
、
泰
秋
を
尚
徳
が
追
い
出
し
た
と

い
う
う
わ
さ
が
立
っ
た
り
、
種
痘
（
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
）
の
強
制
的
な
実
施
で
子
ど
も
た
ち
を
殺
す
と
い
う
う

わ
さ
が
民
衆
に
広
が
っ
た
り
し
て
、
尚
徳
に
対
す
る
不
満
や
反
感
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
尚
徳
の
政
治
に
反
発
し
た
手
成
（
現
大
洲
市
手
成
）
と
戒
の
川
（
現
大
洲
市
長
浜
町
戒
川
）
両
村
の
農

民
が
、
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
８
月
８
日
、
鉄
砲
や
竹
槍
な
ど
で
武
装
し
て
、
抗
議
の
た
め
に
大
洲
へ
向
か
い
ま

し
た
。
八
多
喜
や
五
郎
を
始
め
、
他
地
区
の
農
民
も
同
調
し
、
農
民
の
大
集
団
が
若
宮
河
原
に
集
ま
り
ま
し
た
。

 
 

河
原
に
集
ま
っ
た
農
民
た
ち
は
、
堤
防
の
御
用
藪
を
切
り
払
い
、
た
く
さ
ん
の
小
屋
を
作
り
、
高
張
ち
ょ
う
ち

ん
に
大
の
ぼ
り
を
立
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
鉄
砲
を
打
っ
た
り
、
太
鼓
や
ほ
ら
貝
を
鳴
ら
し
た
り
し
ま
し
た
。

 
 

尚
徳
た
ち
は
こ
の
混
乱
を
ど
の
よ
う
に
収
拾
す
る
か
を
協
議
し
、
役
人
た
ち
を
派
遣
し
て
説
得
に
努
め
ま
し
た
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尚
徳
に
対
す
る

不
満
や
反
感

　

「
西
洋
人
は
人
間
の
生
き
血
を

吸
っ
て
い
る
。
戸
籍
調
査
は
、
西

洋
人
に
生
き
血
を
提
供
す
る
た
め

の
年
齢
調
査
で
あ
る
。
」「
種
痘
は
、

毒
を
植
え
て
子
ど
も
た
ち
を
殺

し
、
人
口
減
少
を
図
る
た
め
の
策

で
あ
る
。
」
な
ど
と
い
う
根
も
葉

も
な
い
う
わ
さ
が
農
民
の
間
に
広

ま
り
ま
し
た
。

嘆
願
書
の
内
容

　

「
旧
藩
主
加
藤
泰
秋
の
大
洲
在

住
を
希
望
」
「
大
参
事
に
加
藤
玄

内
、
小
参
事
に
加
藤
右
一
郎
を
任

命
し
、
他
官
吏
を
罷
免
」
「
士
族

に
従
来
の
俸
禄
を
支
給
し
、
士
族

の
帰
農
を
停
止
し
て
、
農
民
が
安

心
し
て
農
業
に
出
精
で
き
る
よ
う

に
す
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

が
、
農
民
た
ち
は
聞
き
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
15

日
に
は
泰
秋

が
種
痘
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、
解
散
す
る
よ
う
説
得
し
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
収
ま
り
ま
せ
ん
。
大
洲
県
庁
に
は
、
力
で
押

さ
え
よ
う
と
す
る
強
硬
派
と
話
合
い
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
穏

健
派
が
集
ま
り
話
し
合
い
ま
し
た
が
、
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、

尚
徳
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
日
、
尚
徳
は
自
宅
に
帰
り
、
「
政
府
の
方
針
に
従
い
最

善
を
尽
く
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
皆
の
理
解
を
得
ら
れ
ず
、

こ
の
大
騒
動
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
態
を
収
拾
す
る

に
は
、
自
分
が
命
を
絶
つ
以
外
に
な
い
。
」
と
決
意
し
、
自
分

の
部
屋
で
切
腹
し
ま
し
た
。
翌
日
、
切
腹
の
介
錯
を
し
た
井い

口ぐ
ち

長ち
ょ

右う

衛え

門も
ん

が
、
尚
徳
の
鮮
血
に
染
ま
っ
た
扇
を

河
原
に
集
ま
っ
て
い
る
群
衆
に
見
せ
、
尚
徳
が
自
害
し
た
こ
と
を
告
げ
る
と
、
一
同
は
解
散
し
、
大
洲
騒
動
が

終
結
し
ま
し
た
。
時
に
、
山
本
尚
徳
、
46

歳
で
し
た
。

　

明
治
維
新
と
い
う
改
革
の
中
で
、
新
し
い
政
治
を
行
い
、
た
く
さ
ん
の
功
績
を
残
し
た
大
洲
県
大
参
事
山
本

尚
徳
を
慕
う
人
た
ち
は
、
尚
徳
の
死
後
、
そ
の
偉
大
さ
に
気
付
き
、

尊
敬
の
念
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。
尚
徳
は
、
没
後
50

年
に
当
た
る

１
９
２
１
（
大
正
10

）
年
に
国
か
ら
正
五
位
と
い
う
位
を
贈
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
１
９
３
１
（
昭
和
６
）
年
８
月
に
は
、
山
本
尚
徳

大
参
事
頌
徳
碑
の
建
設
を
計
画
し
、
尚
徳
の
屋
敷
跡
地
に
あ
た
る
県

立
大
洲
女
学
校
（
現
大
洲
南
中
学
校
）
の
隅
に
石
碑
を
建
設
し
、
功

績
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

山本尚徳顕彰碑

大洲騒動（若宮河原で抗議する農民たち）
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６
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蝋
　

ウ
ル
シ
や
ハ
ゼ
の
実
か
ら
採
取

し
た
蝋
を
原
料
と
し
た
和
ろ
う
そ

く
は
、
室
町
時
代
か
ら
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
大
変
高
価
な
も
の

で
、
江
戸
時
代
に
な
る
ま
で
一
般

に
は
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
明

治
に
な
る
と
ガ
ス
灯
な
ど
の
普
及

に
よ
っ
て
ろ
う
そ
く
の
需
要
は
減

り
、
断
髪
令
に
よ
っ
て
鬢
付
油
も

不
要
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
中
期

か
ら
は
海
外
向
け
の
輸
出
が
高
ま

り
ま
し
た
。
海
外
で
は
、
植
物
由

来
の
蝋
を
総
称
し
て
、
ベ
ジ
タ
ブ

ル
ワ
ッ
ク
ス
と
言
い
ま
し
た
。

❷

臥が

龍
り

ゅ

う

山さ

ん

荘そ

う

を
つ
く
っ
た
河こ

う

ち内
寅と

ら

次じ

郎ろ

う

（
１
８
５
３
〜
１
９
０
９
）

　

臥
龍
山
荘
は
、
大
洲
神
社
の
麓
の
肱
川
随
一
の
景
勝
地
で
あ
る
臥が

龍
り
ゅ
う

の
淵ふ

ち

に
面
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
臥
龍

院
と
不ふ

老ろ
う

庵あ
ん

な
ど
の
建
物
と
す
ば
ら
し
い
庭
園
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
、
貿
易
等
で
財
を
成

し
た
河
内
寅
次
郎
に
よ
っ
て
、
構
想
と
設
計
に
10
年
、
築
造
に
４
年
の
歳
月
を
か
け
て
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
最
初
に
寅
次
郎
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

　

寅
次
郎
は
、
１
８
５
３
年
、
新
谷
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
頃
は
、
新
谷
藩
士
の
矢や

野の

鎌か
ま

渕ぶ
ち

に
漢
学
を
学
び
、

そ
の
後
は
、
八
幡
浜
の
上

じ
ょ
う

甲こ
う

振し
ん

洋よ
う

の
塾
生
と
な
り
、
い
っ
そ
う
学
び
を
深
め
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
大
変
賢
く
、

「
学
ん
で
の
ち
門
弟
最
高
の
席
を
占
め
た
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

１
８
８
７
（
明
治
20

）
年
頃
、
寅
次
郎
は
長
崎
に
住
ん
で
い
る
華
商
（
中
国
系
の
商
人
）
が
木
蝋
を
外
国
に
輸
出

し
て
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
ま
し
た
。
翌
年
、
寅
次
郎
は
、
喜
多
地
方
で
生
産
す
る
木
蝋
製
品
を
輸
出

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
ら
海
外
貿
易
の
新
拠
点
と
な
っ
た
神
戸
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
１
８
９
０
（
明
治
23

）
年
、

寅
次
郎
は
池い

け

田だ

貫か
ん

兵べ

衛え

と
と
も
に
、
神
戸
市

磯
辺
通
に
「
喜
多
組
」
と
い
う
株
式
会
社
を

設
立
し
ま
し
た
。
関
西
各
地
の
晒
木
蝋
を
外

国
向
け
に
精
製
し
、
販
売
す
る
た
め
の
会
社

で
す
。
良
質
の
木
蝋
を
販
売
す
る
こ
と
で
、

他
製
品
と
の
差
別
化
を
図
り
、
巨
額
の
財
を

成
し
ま
し
た
。
内
子
の
製せ

い

蝋ろ
う

家か

芳は

我が

弥や

三ざ

　

え右

衛も

　

ん門
も
同
様
の
方
法
で
成
功
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
臥
龍
」
と
い
う
名
は
、
川

面
に
突
き
出
て
い
る
蓬
莱
山
が
、
あ
た
か
も

不老庵

臥龍の淵

知止庵
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「
吉
野
」
「
龍
田
」

　

現
在
の
奈
良
県
の
地
名
。

千
家
十
職

　

千
利
休
を
祖
と
す
る
、
表
千
家
・

裏
千
家
・
武
者
小
路
千
家
の
三
千

家
の
家
元
が
使
う
茶
の
道
具
を
制

作
す
る
工
芸
の
家
筋
で
す
。

大
洲
が
誇
る

名
建
築
だ
ぞ
。

肱
川
に
龍
が
臥ふ

せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
３
代
藩
主
泰
恒
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
泰
恒
は
、
そ
こ
に
、
吉
野
か
ら
取
り
寄
せ
た
サ
ク
ラ
（
桜
）
、
龍
田
か
ら
取
り
寄
せ
た
カ
エ
デ
（
楓
）
を

移
植
し
、
そ
の
後
、
歴
代
の
藩
主
が
風
情
を
愛め

で
る
場
所
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、

放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
、
付
近
は
荒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
寅
次
郎
は
、
１
８
９
９
（
明
治
32

）
年
に
こ
の

地
を
購
入
し
、
川
に
突
き
出
し
て
い
る
蓬
莱
山
を
含
め
て
庭
園
と
し
、
臥
龍
院
や
不
老
庵
、
知ち

止し

庵あ
ん

を

建
て
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
寅
次
郎
は
神
戸
に
住
ん
だ
ま
ま
、
１
９
０
９
（
明
治
42

）
年
に
、
56

歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

構
想
に
10

年
も
か
け
な
が
ら
、
臥
龍
山
荘
へ
は
ほ
と
ん
ど
行
く
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
寅
次
郎
の
墓

は
冨
士
山
の
麓
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
墓
の
正
面
は
臥
龍
山
荘
を
向
い
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
そ
の
臥
龍
山
荘
に

つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ

と
に
し
ま
す
。

　

臥
龍
院
の
建
造
は
、
桂
離

宮
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
京

都
の
建
築
家
で
あ
る
八
木
氏

を
相
談
役
と
し
て
計
画
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
木
造
茅か

や

葺ぶ

き
で
寄
せ
棟
造
り
の
建
物

は
、
大
工
の
草
木
国
太
郎
を

は
じ
め
、

千
家
十じ

っ

職そ
く

で
あ

る
漆
工
・
金
工
・
木
彫
り
師
・

臥龍院　撮影：河野 達郎氏

河内寅次郎（臥龍山荘蔵）
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「
伊
予
の
小
京
都
」
と
い
わ
れ
る

城
下
町
大
洲
。
２
０
１
１
（
平
成

23
）
年
、
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン

ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
で
一
つ
星
を
獲

得
し
た
臥
龍
山
荘
は
、
明
治
後
期
に
、

京
都
の
名
工
た
ち
を
招
い
て
建
築
さ

れ
ま
し
た
。
最
も
大
き
な
茅
葺
き
屋

根
の
「
臥
龍
院
」
の
縁
側
、
ま
た
茶

室
と
し
て
わ
び
さ
び
を
表
現
し
た

「
不
老
庵
」
か
ら
眺
め
る
肱
川
は
美

し
く
、
移
り
ゆ
く
季
節
の
彩
り
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
を
巧

み
に
取
り
入
れ
、
名
工
た
ち
の
匠
の

技
が
光
る
庵
は
、
何
度
訪
れ
て
も
新

し
い
発
見
が
あ
る
ほ
ど
工
夫
が
た
く

さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

表
具
師
・
画
工
な
ど
、
京
都
の
工
匠
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
農
家
風
の
た
た
ず
ま
い
で
あ
り
な
が
ら
、
書
院
造

り
と
数
寄
屋
建
築
が
見
事
に
調
和
し
、
大
変
美
し
い
建
物
で
す
。

　

不
老
庵
は
、
た
く
さ
ん
の
柱
に
支
え
ら
れ
、
川
沿
い
の
石
垣
の
上
か
ら
肱
川
に
せ
り
出
す
よ
う

に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
建
て
方
を
「
懸
け
造
り
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
庵
は
川
に
近
い
た
め
、

川
面
に
当
た
っ
た
月
光
が
反
射
し
て
、
竹
網あ

代じ
ろ

張
り
の
一
枚
天
井
を
照
ら
し
、
室
内
が
明
る
く
な
る
よ
う
な
工

夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
庵
を
舟
に
見
立
て
、
自
然
と
人
工
の
美
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
た
茶
室
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
臥
龍
院
と
不
老
庵
は
、
大
洲
の
棟
梁
・
中な

か

野の

寅と
ら

雄お

が
中
心
と
な
っ
て
造
っ
た
も
の
で
、
そ
の
技
術

の
高
さ
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
庭
園
は
、
肱
川
や
冨
士
山
を
借
景
と
し
て
調
和
さ
せ
る
よ
う
神
戸

の
職
人
が
築
い
た
も
の
で
あ
り
、
石
積
み
の
工
夫
は
、
寅
次
郎
が
直
々
に
監
督
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
建
物
を
含
め
た
臥
龍
山
荘
は
、
２
０
１
１
（
平
成
23

）
年
に
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・

ジ
ャ
ポ
ン
の
一
つ
星
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
臥
龍
山
荘
の
う
ち
、
臥
龍
院
と
不
老
庵
な
ど
３
つ
の
建
物
は
、
２
０
１
６
（
平
成
28

）
年
7

月
25

日

に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

臥
龍
山
荘
に
み
る
、

わ
び
・
さ
び
の
心

ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン

　

フ
ラ
ン
ス
の
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
ミ
シ
ュ
ラ
ン
が
発
行
す
る
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。
旅
行
者
に

勧
め
た
い
場
所
を
多
数
掲
載
し
、
そ
の
中
で
、
特
に
お
勧
め
の
場
所
を
三
つ
星
か
ら
一
つ
星
ま
で
の
星
の
数

で
表
し
、
各
地
の
魅
力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

臥龍山荘
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参
籠
殿
（
少
彦
名
神
社
）

所
在
地
：
大
洲
市
菅
田
町
大
竹

こ
の
珍
し
い

建
築
様
式
は
、

急
斜
面
へ
建
物
を

造
る
た
め
に

考
え
ら
れ
ま
し
た
。

❸

懸
け
造
り

　

臥
龍
山
荘
の
不
老
庵
が
懸
け
造
り
で
あ
る
こ
と
は
既
に
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
、
「
懸
け
造
り
」
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

「
懸
け
造
り
」
と
は
、
急
な
崖
や
山
の
斜
面
、
川
岸
、
海
岸
な
ど
に
建
物
の
一
部
分
が
張
り
出
し
て

建
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
現
在
、
日
本
全
国
に
１
４
０
件
以
上
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
特
に
有
名
な
も
の

で
は
、
京
都
に
あ
る
清
水
寺
本
堂
（
１
６
３
３
年
再
建
）
の
舞
台
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
「
懸
け
造
り
」
は
、
山
間
地
の
急
斜
面
が
多
い
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
斜
面
を
活
用
し
、
効
率
的

に
建
物
を
建
て
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
、
歴
史
的
・
伝
統
的
な
建
築
様
式
の
一
つ
で
す
。
四
国
地
方
で
は
、
７

件
の
建
造
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
愛
媛
県
に
は
３
件
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
大
洲
市
内
に
あ
り
、

臥
龍
山
荘
不
老
庵
と
如に

ょ

法ほ
う

寺じ

毘び

沙し
ゃ

門も
ん

堂ど
う

、
少

す
く
な

彦ひ
こ

名な

神
社
参さ

ん

籠ろ
う

殿で
ん

が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

　

如
法
寺
毘
沙
門
堂
は
、
１
９
０
８
（
明
治
41

）
年
、
大
洲
の
町
を
一
望
で
き

る
東
側
斜
面
に
、
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）
を
祭
る
た
め
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

堂
の
入
口
側
の
み
が
地
面
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
建
物
の
ほ
ぼ
全
体
は
、
崖
か

ら
せ
り
出
し
た
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
絵
葉
書
に
は
、
堂
の
周

辺
に
高
い
木
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
当
時
こ
こ
か
ら
の
、
大
洲
の
町
の
眺
望
は
す

ば
ら
し
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

少
彦
名
神
社
は
、
少
彦
名
命
が
祭
ら
れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
梁や

な

瀬せ

山
の
中

腹
に
、
１
９
３
１
（
昭
和
６
）
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
参
道
の
途
中
に

懸け造り

第
１
章　

 

近
世
の
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ま
り
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安
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時
代
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大
洲
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加
藤
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治
世

第
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激
動
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幕
末
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５
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大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
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肱
川
の
特
徴

　

源
を
鳥
坂
峠
に
発
し
、
多
く
の

支
流
を
合
わ
せ
て
伊
予
灘
に
注
い

で
い
ま
す
。
全
長
約
１
０
３
㎞
に

対
し
、
源
流
か
ら
河
口
ま
で
の
直

線
距
離
は
18
㎞
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
流
れ
が
緩
や
か
で
あ
り
「
舟

運
」
が
発
達
し
ま
し
た
。
一
方
、

洪
水
が
は
け
に
く
い
地
形
で
水
害

が
多
く
、
古
く
か
ら
水
位
観
測
が

行
わ
れ
、
「
ナ
ゲ
」
な
ど
特
有
の

治
水
対
策
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
浜
地
区

　

大
洲
城
下
の
外
港
と
し
て
整
備

さ
れ
た
港
町
で
す
。
江
湖
と
呼
ば

れ
る
入
り
江
状
の
港
が
形
成
さ

れ
、
藩
主
が
参
勤
交
代
で
使
用
す

る
御
座
船
が
停
泊
し
ま
し
た
。

肱
川
は
地
域
の
人
々
の

生
活
を
支
え
て
き
た
の
だ
。

参
籠
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
参
籠
殿
は
、
傾
斜
約
30

度
の
急
斜
面
に
、
建
物
の
93

％
が
せ
り
出
し
、
通
し

柱
が
高
い
所
で
は
13
ｍ
に
も
な
り
、
外
を
見
る
と
ま
さ
に
宙
に
浮
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
高
さ
、

大
き
さ
と
も
に
最
大
規
模
で
あ
る
参
籠
殿
の
懸
け
造
り
は
、
伝
統
的
な
工
法
だ
け
で
な
く
、
金
属
ボ
ル
ト
を
用

い
た
り
、
内
部
に
は
当
時
流
行
し
た
べ
ニ
ヤ
や
ガ
ラ
ス
戸
を
多
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
他
の
懸
け
造
り
の
建
物

の
大
半
が
明
治
時
代
以
前
に
建
て
ら
れ
て
い
る
中
で
、
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
近
代
建
築
と
し
て
は
希
少
な

例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
珍
し
い
建
築
様
式
で
あ
る
懸
け
造
り
は
、
現
在
の
建
築
基
準
法
で
は
耐
震
基
準
の
関
係
か
ら
、

ひ
と
た
び
崩
壊
す
る
と
新
築
は
も
と
よ
り
同
じ
よ
う
な
形
で
の
修
理
も
で
き
な
い
た
め
、
減
少
す
る
一
方
で
、

建
物
の
絶
滅
危
惧
種
に
値
す
る
構
造
の
建
造
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
参
籠
殿
は
、
２
０
１
３
（
平
成
25

）
年
10

月
、
歴
史
的
な
建
造
物
な
ど
の
保
存
活
動
を
行
っ
て
い
る
民
間

の
非
営
利
団
体
「
ワ
ー
ル
ド
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
財
団
」
が
選
定
す
る
危
機
遺
産
リ
ス
ト
「
文
化
遺
産

ウ
ォ
ッ
チ
」
に
登
録
さ
れ
、
修
復
の
助
成
支
援
の
要
請
が
、
世
界
に
向
け
発
信
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
年

12

月
、
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
の
国
際
交
流
や
教
育
、
文
化
の
振
興
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
「
フ
リ
ー
マ
ン
財

団
」
か
ら
の
助
成
を
受
け
、
２
０
１
５
（
平

成
27

）
年
3

月
に
修
復
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
２
０
１
６
（
平
成
28

）
年
５

月
30

日
に
は
、
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

❹

肱
川
の
水
運
の
歴
史

　

肱
川
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
大
洲

筏流し

帆かけ舟（城山下付近）
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●
道
路
や
鉄
道
の
整
備

１
９
０
３ 

 

大
洲

－

長
浜
の
新
道

開
通

１
９
０
４ 

大
洲

－

内
子
の
鳥と
り

越ご
え

回
り
が
開
通

１
９
０
６ 

 

田
処
の
増
田
藤
太
郎
が

私
費
を
投
じ
て
面お
も

川が
わ

橋
か
ら
朝
が
峠
ま
で
の

道
が
開
通

１
９
１
３ 

 

初
代
肱
川
橋
完
成

１
９
１
８ 

 

大
洲

－

長
浜
に
愛
媛
鉄

道
開
通
（
１
９
３
３
（
昭

和
８
）
年
に
国
鉄
に
移
管
）

１
９
２
９ 

大
洲

－

鹿
野
川
が
開
通

１
９
３
５ 

 

国
鉄
が
松
山
か
ら
大
洲

ま
で
開
通

１
９
３
９ 

 

国
鉄
が
八
幡
浜
ま
で

開
通

●
河
港
を
示
す
地
名

米
津
・
岩
津
・
大
津
（
大
洲
）・
渡
場
・

宇
津
な
ど
。

●
そ
の
他
の
主
な
河
港

須
合
田
・
春
賀
・
若
宮
・
柚
木
・

森
山
・
鳥
首
・
鹿
野
川
・
坂
石
な
ど
。

（
明
治
36
）

（
明
治
37
）

（
明
治
39
）

　

（
大
正
２
）

（
大
正
７
）

（
昭
和
４
）

（
昭
和
10
）

（
昭
和
14
）

盆
地
を
、
「
ひ
じ
」
の
よ
う
に
大
き
く
曲
が
り
く
ね
っ
て
流
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
源
流
部
で
あ
る
西
予
市
宇
和

町
や
野
村
町
、
そ
し
て
大
洲
に
は
、
あ
ち
こ
ち
に
平
坦
な
盆
地
が
あ
る
一
方
、
五
郎
か
ら
下
流
と
河
口
部
は
両

側
を
山
に
挟
ま
れ
て
狭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
流
域
の
大
部
分
を
山
地
が
占
め
る
わ
り
に
は
川
の
流
れ

が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
河
川
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
肱
川
は
勾
配
が
緩
や
か
で
、
水
量
も
年
間
を
通
じ
て
豊
富
と
な
り
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
河
川
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
は
堰せ

き

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
朝
夕
に
は
、
「
肱
川
あ
ら
し
」
を
は
じ
め
、
強

い
下
り
の
風
や
上
り
の
風
が
吹
き
、
川
舟
な
ど
の
航
行
に
当
た
っ
て
は
、
潮
の
満
ち
引
き
と
と
も
に
う
ま
く
活

用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
道
路
や
鉄
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
江
戸
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、

上
流
の
各
地
か
ら
河
口
の
長
浜
を
結
ぶ
唯
一
の
交
通
路
と
し
て
生
活
物
資
や
農
林
産
物
を
運
ぶ
川
舟
や

木
材
運
搬
の
筏

い
か
だ

が
往
来
し
、
流
域
の
人
々
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の
で
す
。

　

明
治
時
代
に
は
、
木
材
の
需
要
が
急
増
し
、
筏
流
し
に
よ
る
木
材
運
搬
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
肱
川
河
口

に
位
置
す
る
江
湖
で
は
、
上
流
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
木
材
が
数
多
く
集
積
さ
れ
、
和
歌
山
の
新
宮
や
秋
田
の
能

代
に
並
ぶ
、
木
材
の
一
大
集
積
地
と
し
て
全
国
に
名
を
と
ど
ろ
か
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
舟
運
は
、
昭
和
初
期
ま
で
続
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
上
流
部
の
坂
石
や
鹿
野
川
、
小
田
川
の
小
田
や
大

瀬
か
ら
は
材
木
や
木
炭
な
ど
の
林
産
物
が
運
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
中
流
の
大
洲
か
ら
は
、
穀
物
や
野
菜
、
繭

な
ど
の
農
産
物
が
長
浜
に
向
け
て
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
長
浜
か
ら
の
上
り
の
舟
に
は
、
肥
料
や
塩
、
酒
、

醤
油
な
ど
の
生
活
雑
貨
が
上
流
の
村
々
ま
で
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
舟
運
も
、
道
路
や
鉄
道
が
整
備
さ
れ
、
物
品
の
陸
上
輸
送
が
容
易
に
な
る
に
つ
れ
、
筏
流
し

と
と
も
に
衰
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
木
材
の
筏
流
し
は
、
舟
運
が
消
え
て
か
ら
約
30

年
後
の
１
９
５
３
（
昭

和
28

）
年
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
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肱
川
流
域
の
各
地
に
は
、
川
の
港
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
す
。

❺

養
蚕
業
・
製
糸
業
の
盛
衰

　

大
洲
藩
で
は
、
第
11

代
藩
主
泰や

す

幹も
と

に
よ
り
、
養
蚕
や
製
糸
が
奨
励
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
入
り
、

１
８
８
２
（
明
治
15

）
年
、
喜
多
郡
長
に
下し

も

井い

小こ

太た

郎ろ
う

が
就
任
す
る
と
い
っ
そ
う
養
蚕
業
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
太
郎
は
、
自
ら
桑
園
や
蚕
室
な
ど
を
つ
く
り
、
先
頭
に
立
っ
て
養
蚕
業
の
振
興
に
努
め
ま
し
た
。
ま
た
、

小
太
郎
に
協
力
し
た
河こ

う

野の

喜き

太た

郎ろ
う

や
程ほ

ど

野の

宗そ
う

兵べ

衛え

、
河こ

う

野の

駒こ
ま

次じ

郎ろ
う

た
ち
は
、
県
下
有
数
の
近
代
的
な
製
糸
工

場
を
次
々
と
設
立
し
ま
し
た
。
１
８
９
０
（
明
治
23

）
年
〜
１
９
２
６
（
大
正
15

）
年
の
間
に
、
大
洲
町
で

は
９
か
所
の
製
糸
工
場
が
稼
動
し
、
本
町
３
丁
目
に
は
「
大
洲
繭
売
買
所
」
（
現
在
の
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
北
隣
）

も
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
大
洲
は
ま
さ
に
「
生
糸
の
町
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
洲
地
方
に
は
、
和
紙
や
木
蝋
を
は
じ
め
と
し
た
特
産
品
生
産
の
事
業
を
賄
う
た
め
、
１
８
８
９
（
明
治
22

）

年
に
は
株
式
会
社
大
洲
銀
行
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
養
蚕
・
製
糸
業
の
急
速
な
事
業
拡
大
の
た
め
に
、

大
洲
銀
行
の
一
行
だ
け
で
は
対
応
で
き

ず
、
新
た
な
金
融
機
関
が
必
要
と
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
養
蚕
・
製
糸
資
金

の
供
給
を
円
滑
に
行
う
目
的
で
設
置
さ

れ
た
の
が
、
株
式
会
社
大
洲
商
業
銀
行

で
す
。

　

大
洲
商
業
銀
行
は
、
１
８
９
６
（
明

治
29

）
年
４
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

本
店
は
５
年
後
に
完
成
し
ま
す
が
、
こ

製糸工場

繭売買所

初代肱川橋と肱南地区の製糸工場群

当
時
は

す
ご
か
っ
た
ん
だ
ね
。
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れ
が
現
在
の
「
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
」
で
す
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
は
好
況
が
続
き
ま
し
た
が
、
大
正
期
に
な
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
恐
慌
や
化
学
繊
維

の
登
場
に
よ
っ
て
、
養
蚕
・
製
糸
業
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
洲
商
業
銀
行
は
、

１
９
２
３
（
大
正
12

）
年
に
大
洲
銀
行
と
合
併
し
解
散
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
を
経
て
、
１
９
６
５
（
昭
和
40

）
年
頃
ま
で
に
は
、
大
洲
市
大
洲
や
中
村
に
数
軒
残
っ
て
い
た

製
糸
工
場
も
操
業
を
停
止
し
、
す
べ
て
の
製
糸
工
場
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
銀
行
と
し
て
の
役
目

を
終
え
た
煉
瓦
造
り
の
建
物
は
、
そ
の
後
様
々
な
組
織
等
が
利
用
し
て
き
ま
し
た
が
、
１
９
９
０
（
平
成
２
）

〜
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
に
か
け
て
再
整
備
が
行
わ
れ
、
現
在
の
「
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
」
と
し
て
新
た
な
ス
タ
ー

ト
を
切
り
、
大
洲
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

❻

お
お
ず
赤
煉
瓦
館
の
建
物
の
特
徴

　

大
洲
商
業
銀
行
本
店
（
現
在
の
「
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
」
）
は
、
１
９
０
１
（
明

治
34

）
年
12

月
８
日
に
完
成
し
ま
し
た
。
本
館
と
倉
庫
と
か
ら
な
り
、
い
ず

れ
も
、
煉
瓦
積
み
に
和
瓦
の
屋
根
と
い
う
和
洋
折
衷
の
外
観
で
、
日
本
独
自

の
洋
風
建
築
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
館
は
、
長
手
だ
け
の
段
と
小
口
だ
け
の
段
を
一
段
ず
つ
交
互
に
積
む
イ

ギ
リ
ス
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
建
物
の
四
隅
に
は
、
煉
瓦
が
柱
状
に
積
み

上
げ
ら
れ
、
そ
の
先
端
が
煙
突
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。
屋
根
は
、
寄
棟
造
り

の
桟
瓦
葺
で
、
２
か
所
の
鬼
瓦
に
は
大
洲
商
業
銀
行
に
由
来
す
る
「
商
」
の

おおず赤煉瓦館

養蚕業風景 桑の木
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字
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
軒
に
は
壁
面
か
ら
突
き
出
し
て
、
雨
水
が
壁
に
当
た
る
の
を
防
ぐ
装
飾
的
な
造

り
の
コ
ー
ニ
ス
を
巡
ら
し
、
古
典
様
式
を
模
し
て
い
ま
す
。

　

２
棟
の
倉
庫
は
、
寄
棟
造
り
桟
瓦
葺
き
の
屋
根
で
、
後
に
西
側
へ
金
庫
が
増
設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
倉
庫

に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
大
洲
地
域
の
歴
史
的
背
景
か
ら
、
乾
燥
し
た
繭
が
大
量
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
養
蚕
・
製
糸
業
が
発
達
し
た
大
洲
地
域
な
ら
で
は
の
建
築
物
で
あ
り
、
大
き
な
倉
庫
を
構
え
る
銀

行
は
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
例
を
見
ま
せ
ん
。

　

本
館
と
倉
庫
と
を
結
ぶ
外
壁
は
、
本
館
が
イ
ギ
リ
ス
積
み
、
倉
庫
は
横
一
段
に
長
手
と
小
口
と
を
交

互
に
並
べ
て
積
み
上
げ
る
フ
ラ
ン
ス
積
み
（
正
し
く
は
「
フ
ラ
ン
ド
ル
積
み
」
）
と
な
っ
て
い
て
、
２
種

類
の
積
み
方
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
煉
瓦
の
積
み
方
は
、
他
に
あ
ま
り
例
が
な
く
、
大
き
な
特

徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

全
国
各
地
に
、
古
い
煉
瓦
積
み
の
建
築
物
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
銀
行
に
繭
を
保
管
す
る
倉
庫
が

併
設
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
の
歴
史
や
特
色
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
」
は
大

変
珍
し
い
建
物
と
言
え
ま
す
。

コーニス 左がイギリス積み、右がフランス積み
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