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金
木
町
大
字
喜
良
市
の
集

落
か
ら
小
田
川
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
七
キ
ロ

メ
ー
ト

ル
の
地

点
に
藤
の
瀧
が
あ
る
。
 

加
瀧
、
如
瀧
の
二
段
の
瀧

を
総
称
し

て
藤
の
瀧
と
い
う
o
 

三
方
断
崖
絶
壁
で
、

春
か
ら
初
夏
に
か
け

て
ツ
ツ
ジ
、
藤
が
咲
き
乱
れ
る
景
観
か
ら
「

藤

の
瀧
」
と
名
付
け
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

金
木
町
出
身

の
作
家
太
宰
治
の
 
「魚
服
記
」
は
、

こ
の
藤
の
瀧

（
雄
瀧
）
が
舞
台
に

設
定

さ
れ
て
い
る
。
 

雄
瀧
の
高
さ
は
約
三
十

メ
ー
ト

ル
、
こ
の
瀧
の
上
流
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
と
こ
ろ
に

多
々

良
沢
を
せ
き
止

め
て
小
田
川
ダ

ム
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
 

絶
壁
の
西
側
の
せ
ま
く
ひ
ら
け

た
と
こ
ろ
か
ら

約
二
十
メ
ー
ト
ル
下
流
に
雌
瀧
が
落
下
し

て
い
る
。
雄
瀧
に
く
ら
べ
半
分
ほ
ど

の
高
さ
で
お
と
な
し
く
飛
沫
を
ま
き
散
ら
し

て
い
る
。
 

唯
、
こ
の
雌
瀧
は
道
路
側
か
ら

見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
藤
の
瀧
が
二

段
瀧
で

あ
る
こ

と
は
案
外
知
ら
れ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

六
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
嘉
瀬
小
学
校
高
学
年
生

の
歩
き
遠
足
の
目
的
地
は
藤
の
瀧
で

あ
っ

た
。
 そ
の
頃
は
雄
瀧

の
高
さ
は
も

う
少
し
巾
が
せ
ま
く
高
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し

た
し
、
落
 

は
L
ご
 

t
い
ち
ュ
く
 
か
か
 

下
す
る
す
ぐ
右
側
の
絶
壁
に
木

の
梯
子
が
垂
直
に

懸
っ
て
い
た
。
腕
白
坊
士
た
ち
は
競
っ

て

そ
の
梯
子
を
伝
っ
て
瀧
壷
の
傍
の
河
原
に
下
り
て
行
っ
て
遊
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
 河
原
に
は

泳
蕗
が
コ
ロ
コ
ロ
と
美
し

い
声
で
鳴
く
の
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
o
 

ダ
ム
が
出
来
る
前
、
夏
の
渇
水
期
に
は
、

水
量
が
少
な

く
な
り
、
小
田
川
の
用
水
を
利
用

し
て
水
田
耕
作
す
る
嘉
瀬
地
区
の
農
家
の
人

々
は
雨
乞
い
の
祭
り
糾
持
喝
。
 

瀧
の
上

の
少
し
広
場
に

な
っ
た
小
さ
な
山
ノ
神
の
詞
の
前
で
、

堰
頭
を
先
頭
に

数
十
人

の

農
民
が
、
ワ
ラ
で
作
っ
た
ェ
ン

ツ
コ
の
中
に
、
同
じ
く
ワ
ラ
で
作
っ
た
人
形
に
白
布
を
着
せ
、
 

僧
侶
の
読
経
で
葬
式
を
出
し
、

瀧
に

つ
き
落
す
の
で
あ
る
。
泣
き
女
の
泣
き

声
に
参

加
者
た

ち
も
一
斉
に
泣
き
出
す
構
は
農
民
の
死
活
問
題
が
懸
っ

て
い
る
こ
と
で
も

あ
り
迫
力
が
あ
っ

た
と
い
う
。
 

撮
影
者
 
金
木
町
 
企
画
室
 

、

。
 

フ
句
 

、
 

ふ
 

カ'It,Thり 

l

のq

■
Ｉ

庫

ふ るさとの
『
、

拳三
S冬、
ｰ

1

唾
‐

恥
町

‘心

F

-Kn

且

＝琴FL
『
義
一
蒜
一
壷雫

ぺ

■

岨
＝

一

Ｆ
一
一
三

一
一
、
砕
身
旬
李

）

マ

､轌奮_…グー

一

eマ

<藤の瀧（雌瀧）＞

金
木
町
大
字
喜
良
市
の
集
落
か
ら
小
川
川
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
ヒ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地

点
に
藤
の
瀧
が
あ
る
。

お
め

雄
瀧
、
雌
瀧
の
二
段
の
朧
を
総
称
し
て
藤
の
瀧
と
い
う
。

三
方
断
崖
絶
壁
で
、
春
か
ら
初
里
に
か
け
て
ツ
ヅ
ジ
、
藤
が
咲
き
乱
れ
る
最
観
か
ら
「
藤

の
瀧
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

金
木
町
出
身
の
作
家
太
宰
治
の
「
魚
服
記
」
は
、
こ
の
滕
の
瀧
（
雄
瀧
）
が
鮮
台
に
設
定

さ
れ
て
い
る
。

雄
瀧
の
尚
さ
は
約
三
十
メ
ー
ト
ル
、
こ
の
航
の
ｋ
流
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
多
々

良
沢
を
せ
き
止
め
て
小
田
川
ダ
ム
が
雌
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

絶
峨
の
西
川
の
せ
ま
く
ひ
ら
け
た
と
こ
ろ
か
ら
約
・
一
ト
メ
ー
ト
ル
ド
流
に
雌
瀧
が
落
下
し

て
い
る
。
雄
瀧
に
く
ら
べ
半
分
ほ
ど
の
尚
さ
で
お
と
な
し
く
飛
沫
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
。

唯
、
こ
の
雌
瀧
は
道
路
側
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
藤
の
碇
が
二
段
瀧
で
あ
る
こ

と
は
案
外
知
ら
れ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
濡
瀬
小
学
校
間
学
年
化
の
歩
き
遠
足
の
Ⅱ
的
地
は
藤
の
瀧
で
あ
っ

た
。
そ
の
唖
は
雄
瀧
の
高
さ
は
も
う
少
し
巾
が
せ
ま
く
商
か
つ
た
よ
う
な
気
が
し
た
し
、
蒲

ぱ
し
ご
十
い
ち
Ｊ
く
か
か

下
す
る
す
ぐ
右
側
の
絶
壁
に
木
の
梯
子
が
垂
直
に
懸
っ
て
い
た
。
腕
、
坊
上
た
ち
は
競
っ
て

そ
の
梯
子
を
伝
っ
て
瀧
壺
の
傍
の
河
原
に
下
り
て
行
っ
て
遊
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
河
原
に
は

か
じ
か

河
鹿
が
コ
ロ
コ
ロ
と
美
し
い
声
で
鳴
く
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

ダ
ム
が
出
来
る
前
、
夏
の
渇
水
期
に
は
、
水
雌
が
少
な
く
な
り
、
小
川
川
の
川
水
を
利
川

し
て
水
田
耕
作
す
る
廃
瀬
地
区
の
挫
家
の
人
々
は
雨
乞
い
の
祭
り
を
す
る
。

せ
き
が
Ｌ
ら

瀧
の
上
の
少
し
広
場
に
な
っ
た
小
さ
な
川
ノ
神
の
刺
の
前
で
、
堰
蛾
を
先
馴
に
数
１
人
の

農
民
が
、
ワ
ラ
で
作
っ
た
エ
ソ
ヅ
コ
の
中
に
、
Ⅲ
じ
く
ワ
ラ
で
作
っ
た
人
形
に
白
布
を
芯
せ
、

僻
侶
の
眈
経
で
葬
式
を
出
し
、
瀧
に
つ
き
端
す
の
で
あ
る
。
泣
き
女
の
泣
き
声
に
参
加
荷
た

さ
丈

ち
も
一
斉
に
泣
き
出
す
様
は
腱
民
の
死
活
川
越
が
懸
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
迫
力
が
あ
っ

た
と
い
う
。

撮
彫
苫
金
木
町
企
画
室

〈
表
紙
解
説
〉



巻
頭
 
i葺 

発
 
刊
 
に
 
寄
 
せ
 
て
 

金
木
町
長
 
鳴
 

海
 
義
 

男
 

「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆
様
の
研
究
成
果
の
結
晶
と
も
言
う

べ
き
ふ
る
さ
と
の
 
「
かた
り
べ
」
第
十
三
集
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に

対
し
ま
し
て
、
心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

本
年
に
青
森
県
で
は

「
文
化
観
光
立
県
」
を
宣
言
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
官
』旨
文
の
中
に
、
 
「
 

美
し
い
自
然
景
観
だ
け
で
な
く
、
ふ
る
さ
と

の
先
人
た
ち
が
不
屈
の
精
神
で
創
り
上
げ
た
芸
術

・
文
学
・
郷
土
芸
能

・

ス
ポ
ー
ッ
な
ど
の
数
多
く
の
貴
重
な
文
化
遺
産
も
私
た
ち
は
畏
敬
の
念
を

も
っ
て
受
け
継
い
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

二
十
世
紀
が
今

ま
さ
に
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
、
激
動
す
る
時
代
の
う
ね
り

の
中
で
文
明
の

恵
み
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
て
来
た
私
た
ち
は
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
に
も

気
づ
き
ま
す
。
 そ
れ
は
心
の
安
ら
ぎ

で
あ
り
人
間
相
互
の
信
頼
で
す
。

・
・
・

…
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
 
「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
活
動
は
、
 

ま
さ
に
こ
の
宣
言
文
に
あ
る
文
化
遺
産
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
こ
と
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
芸
術

・
文
学
・
郷
土
芸
能
な
ど
を
探
求
、
理
 
 

解
し
、
後
世
に
残
す
た
め
に

住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
を
つ
く
り
、
人
と
人
と

の
和
が
生
ま
れ
、
信
頼
も
築
き
あ
げ
ら

れ
て
来
る
の
で
す
。
 

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
私
は
「
わ
が

ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆

様
の
情
熱
と
行
動
力
に
対
し
、
衷
心
よ
り
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

奇
し
く
も
今
年
は
「
太
宰

治
没
後
五
十
年
」
で
も
あ
り

ま
す
。
町
で
も

未
来
永
劫
、
太
宰
文
学
を
後
世
に
語
り
継
い
で

い
く
た
め
の
施
設
と
し

て

斜
陽
館
を
修
復
し
、
太
宰
治
記
念
館
「
斜
陽
館
」
と
し

て
四
月
よ
り
開
館

し
て
お
り
ま
す
。
 全
国
的
な
太
宰
ブ
ー
ム
も
あ
り
、
相
当
な
太
宰
フ
ァ

ン

が
当
町
に
御
出
で
に
な
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
、

こ
れ

を
核
と
し
て
更
な
る

「
観
光
立
町
」
に
努
力
す
る
所
存
で
す
。
 

最
後
に
、
津
軽
半
島

の
中
心
に
あ
る
我
が
金
木
町
の
歴
史
と
文
化
の
伝

承
の
た
め
、
 
「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆
様
の

一
層
の
御
活
躍
を

祈
念
申
し
上
げ
、
発
刊
に
寄
せ
る
辞
と
い
た
し
ま
す
。
 

”

「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆
様
の
研
究
成
果
の
結
晶
と
も
言
う

べ
き
ふ
る
さ
と
の
「
か
た
り
べ
」
第
十
三
集
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に

対
し
ま
し
て
、
心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
に
青
森
県
で
は
「
文
化
観
光
立
県
」
を
宣
言
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
宣
言
文
の
中
に
、
「
…
…
美
し
い
自
然
景
観
だ
け
で
な
く
、
ふ
る
さ
と

の
先
人
た
ち
が
不
屈
の
精
神
で
創
り
上
げ
た
芸
術
・
文
学
・
郷
土
芸
能
・

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
数
多
く
の
貴
重
な
文
化
遺
産
も
私
た
ち
は
畏
敬
の
念
を

も
っ
て
受
け
継
い
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
二
十
世
紀
が
今

ま
さ
に
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
、
激
動
す
る
時
代
の
う
ね
り
の
中
で
文
明
の

恵
み
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
来
た
私
た
ち
は
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
に
も

気
づ
き
ま
す
。
そ
れ
は
心
の
安
ら
ぎ
で
あ
り
人
間
相
互
の
信
頼
で
す
。
…

．
．
．
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
活
動
は
、

ま
さ
に
こ
の
宣
言
文
に
あ
る
文
化
遺
産
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
こ
と
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。
ふ
る
さ
と
の
芸
術
・
文
学
・
郷
土
芸
能
な
ど
を
探
求
、
理
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寄
せ
て

解
し
、
後
世
に
残
す
た
め
に
住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
を
つ
く
り
、
人
と
人
と

の
和
が
生
ま
れ
、
信
頼
も
築
き
あ
げ
ら
れ
て
来
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
私
は
「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆

様
の
情
熱
と
行
動
力
に
対
し
、
衷
心
よ
り
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

奇
し
く
も
今
年
は
「
太
宰
治
没
後
五
十
年
」
で
も
あ
り
ま
す
。
町
で
も

未
来
永
劫
、
太
宰
文
学
を
後
世
に
語
り
継
い
で
い
く
た
め
の
施
設
と
し
て

斜
陽
館
を
修
復
し
、
太
宰
治
記
念
館
「
斜
陽
館
」
と
し
て
四
月
よ
り
開
館

し
て
お
り
ま
す
。
全
国
的
な
太
宰
ブ
ー
ム
も
あ
り
、
相
当
な
太
宰
フ
ァ
ン

が
当
町
に
御
出
で
に
な
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
、
こ
れ

を
核
と
し
て
更
な
る
「
観
光
立
町
」
に
努
力
す
る
所
存
で
す
。

最
後
に
、
津
軽
半
島
の
中
心
に
あ
る
我
が
金
木
町
の
歴
史
と
文
化
の
伝

承
の
た
め
、
「
わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆
様
の
一
層
の
御
活
躍
を

祈
念
申
し
上
げ
、
発
刊
に
寄
せ
る
辞
と
い
た
し
ま
す
。

金
木
町
長
鳴
海
義
男
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西
海
岸
史
跡
調
査
め
ぐ
り
 

木
 
村
 
治
 
利
 

平
成
九
年
九
月
十
四
日
午
前

八
時
三
十
分
、
会
員
十
一
名
（
別
記
）
を

乗
せ
、
金
木
町
役
場
前
を
出
発
し

た
。
 

今
に
も
泣
き
出
し

そ
う
な
黒
雲
が
、
空
一
面
覆
っ
て
い
た
が
、
五
所
川

原
市
に
入
り

「
乾
橋
」
を
渡
る
と
、
車
内
の
華
ゃ
い
た
空
気
に

圧
倒
さ
れ

て
か
、
黒
雲
は
次
第
に

薄
れ
て
い
っ
た
。
 

こ
こ
か
ら
、
 国
道
一
〇
一
号
線
に
乗
り
西
に
向
っ
て
直
進
す
る
。
 

西
側
は
、
収
穫
を
終
え
た
西
瓜
や

メ
ロ
ン
畑
が
、
延
々
と
続
い
て
い
た
。
 

西
津
軽
郡
は
縄
文
の
古
里
と
古

津
軽
史

の
原
郷
で
あ
る
。
昇
風
山
地
帯

の
田
小
屋
野
貝
塚
、
亀
ケ
岡
遺
跡
（
木
造
町
）
石
神
遺
跡

（
森
田
村
）
は

縄
文
時
代
の
著
名
な
遺
跡
の
多
い
里
で
あ
る
。
中
世
の
安
東
水
軍
、
近
世

の
北
前
船
と
日
本
海
交
易
を
支
え
た
船
々
の
行
き
交
う
湊
と
し

て
発
展
し

た
西
海
岸
は
、
歴
史
の
哀
愁
と
ロ

マ
ン
が
秘
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 

や
が
て
海
岸
が
見
え
鯵
ケ
沢
町
に
入
る
。
江
戸
時
代
青
森
港
と
並
ん
で
、
 

津
軽
の
藩
米

の
積
出
港
で
あ
っ
た
。
 又
、

ニ
シ
ン
の
最
盛
期
に
は
漁
港
で

賑
わ
っ
た
。
 

太
宰
治
は
そ
の
著

「
津
軽
」
の
中

で

「
私
は
深
浦
か
ら

の
帰
り
、
こ
の
 
 

古
い
港
町
に
立
寄
っ
た
。
 そ
の
町
あ
た
り
が
津
軽
の
西
海

岸
の
中
心
で
、
 

江
戸
時
代
に
は
ず
い
ぷ

ん
栄
え
た
港
ら
し

い
。
津
軽
の
米
の
大
部
分
は

こ

こ
か
ら
積
出
さ
れ
、
ま
た
大
阪
廻
り
の
和
船
の
発
着
所
で
あ
っ

た
よ
う
だ

し
、
水
産
物
も
豊
富
で
、

こ
こ
の
演
に
あ
が
っ
た
さ
か
な
は
、
御
城
下
を

は
じ
め
、
ひ
ろ
く
津
軽
平
野
の
各
地
方
に

於
け
る
家
々
の
食
膳
を
賑
わ
し

た
も
の
ら
し

い

（
中
略
）
鯵
ケ
沢
と
い
う
か
ら
に
は
、
き
っ
と
昔
の
或

る

時
期
に
、
見
事
な
「
鯵
」
 
がた
く
さ
ん
と
れ
た
と
こ
ろ
か
と
も
思
わ

れ
る

が
、
私
た
ち
の
幼
年
時
代
に
は
こ
こ
鯵
の
話
は
、
ち
っ
と
も
聞
か
ず
、

た

だ
ハ
タ
ハ
タ
だ
け
が
有
名
で
あ
っ
た
。」
 

種
 
里
 
城
 

赤
石
か
ら
赤
石
川
の
上
流
に

の
ぼ
り
、
南
金
沢
町
を
通
っ
て
種
里
部
落

に
入
る
。
城
跡
は
標
高
約
六
十
米
の
丘
陵
部
に
あ
り
、
畑
地
や
山
林
に
な
っ

て
い
た
も
の
だ
が
、
い
ま
は
整
備
さ
れ

一
面
の
ボ
タ
ン
園
と
な
っ
て
い
た
。
 

光
信
公
が
種
里
に
入
っ
た
の
は
延
徳
三
年

（
一
四
九

一
）
で
あ
る
。
 

（
津
軽
一統
誌
）
、
南
部
下
久
慈
か
ら
三
十
六
人
の
武
将
を
率
い
て
、
入
っ
 

一
 

●

1
 

一
 

平
成
九
年
九
月
十
四
日
午
前
八
時
三
十
分
、
会
員
十
一
名
（
別
記
）
を

乗
せ
、
金
木
町
役
場
前
を
出
発
し
た
。

今
に
も
泣
き
出
し
そ
う
な
黒
雲
が
、
空
一
面
覆
っ
て
い
た
が
、
五
所
川

原
市
に
入
り
「
乾
橋
」
を
渡
る
と
、
車
内
の
華
や
い
た
空
気
に
圧
倒
さ
れ

て
か
、
黒
雲
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
国
道
一
○
一
号
線
に
乗
り
西
に
向
っ
て
直
進
す
る
。

西
側
は
、
収
穫
を
終
え
た
西
瓜
や
メ
ロ
ン
畑
が
、
延
々
と
続
い
て
い
た
。

西
津
軽
郡
は
縄
文
の
古
里
と
古
津
軽
史
の
原
郷
で
あ
る
。
屏
風
山
地
帯

の
田
小
屋
野
貝
塚
、
亀
ヶ
岡
遺
跡
（
木
造
町
）
石
神
遺
跡
（
森
田
村
）
は

縄
文
時
代
の
著
名
な
遺
跡
の
多
い
里
で
あ
る
。
中
世
の
安
東
水
軍
、
近
世

の
北
前
船
と
日
本
海
交
易
を
支
え
た
船
々
の
行
き
交
う
湊
と
し
て
発
展
し

た
西
海
岸
は
、
歴
史
の
哀
愁
と
ロ
マ
ン
が
秘
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

や
が
て
海
岸
が
見
え
鯵
ヶ
沢
町
に
入
る
。
江
戸
時
代
青
森
港
と
並
ん
で
、

津
軽
の
藩
米
の
積
出
港
で
あ
っ
た
。
又
、
’
一
シ
ソ
の
最
盛
期
に
は
漁
港
で

賑
わ
っ
た
。

太
宰
治
は
そ
の
著
「
津
軽
」
の
中
で
「
私
は
深
浦
か
ら
の
帰
り
、
こ
の

西
海
岸
史
跡
調
査
め
ぐ
り

赤
石
か
ら
赤
石
川
の
上
流
に
の
ぼ
り
、
南
金
沢
町
を
通
っ
て
種
里
部
落

に
入
る
。
城
跡
は
標
高
約
六
十
米
の
丘
陵
部
に
あ
り
、
畑
地
や
山
林
に
な
っ

て
い
た
も
の
だ
が
、
い
ま
は
整
備
さ
れ
－
面
の
ボ
タ
ン
園
と
な
っ
て
い
た
。

光
信
公
が
種
里
に
入
っ
た
の
は
延
徳
三
年
二
四
九
二
で
あ
る
。

（
津
軽
一
統
誌
）
、
南
部
下
久
慈
か
ら
三
十
六
人
の
武
将
を
率
い
て
、
入
っ

古
い
港
町
に
立
寄
っ
た
。
そ
の
町
あ
た
り
が
津
軽
の
西
海
岸
の
中
心
で
、

江
戸
時
代
に
は
ず
い
ぶ
ん
栄
え
た
港
ら
し
い
。
津
軽
の
米
の
大
部
分
は
こ

こ
か
ら
積
出
さ
れ
、
ま
た
大
阪
廻
り
の
和
船
の
発
着
所
で
あ
っ
た
よ
う
だ

し
、
水
産
物
も
豊
富
で
、
こ
こ
の
濱
に
あ
が
っ
た
さ
か
な
は
、
御
城
下
を

は
じ
め
、
ひ
ろ
く
津
軽
平
野
の
各
地
方
に
於
け
る
家
々
の
食
膳
を
賑
わ
し

た
も
の
ら
し
い
（
中
略
）
鯵
ヶ
沢
と
い
う
か
ら
に
は
、
き
っ
と
昔
の
或
る

時
期
に
、
見
事
な
「
鰺
」
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
と
こ
ろ
か
と
も
思
わ
れ
る

が
、
私
た
ち
の
幼
年
時
代
に
は
こ
こ
鰺
の
話
は
、
ち
っ
と
も
聞
か
ず
、
た

だ
ハ
タ
ハ
タ
だ
け
が
有
名
で
あ
っ
た
。
」

種
里
城

木
村
治
利

－1－



関の古碑群 

た
の
は
、
南
部
氏
に
敗
れ

て
蝦
夷
地
松
前
へ
退
い
た
安
東
氏
が
、
旧
領
津

軽
の
奪
回
を
企
て
、
幾
度
も
兵
を
送
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に
備
え
る
た

め
に
派
遺
さ
れ
た
。
 

当
時
の
館
は
、
築
城
年
代
な
ど
不
詳
だ
が
、
近
年
「
光
信
公
の
館
」
と

し
て
再
建
さ
れ
た
。
 

光
信
公
は
、

津
軽
平

野
の
進
出
を
図
り
、

や
が
て
山
を
越
え

て
大
浦
 

（
岩
木
町
）
へ
進
出
、

一
城
を
築
い
て
一
子
盛
信
公
を
置
き
、
津
軽
全

域

平
定
の
策
を
練
っ

た
が
、
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）
十
月
七
日
没
す
る
。
 

、
一
 4

 

こ
こ
で

「
光
信
公
の
姓
は
」
 
と
考
え

さ
せ
ら
れ
た
。
 

久
慈
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
き
は
、

久
慈
光
信
で
な
か
っ
た
の
か
。
 

種
里
城
に
入
り
、
南
部
光
信
を
名
乗
り
、
大
浦
城
へ
進
歩
し

て
、
大
浦
南

部
光
信
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
 

津
軽
信
政
の
自
筆
に
よ

る
津
軽
家
譜
草
案
に
よ
る
と
、
 

始
祖
金
沢
家
光
ー
家
信
ー
光
信
ー
盛
信
 
ま
で
全
員
源
氏
と
な
っ
て
い

る
が
、
光
信
ー
盛
信
に
つ
い

て
は
江
戸
幕
府
は
系
図
を
史
実
と
認
定
せ
ず
、
 

と
あ
る
。
ま
し
て
、
光
信
ー
津
軽
為
信
に
至
っ
て
は
、
複
雑
極
ま
り
な
い
。
 

津
軽
氏
が
、

い
つ
ど
こ
に
お
い
て
一
族
を
起
し
、
津
軽
為
信
の
代

に
 

至
っ
た
の
か
、
藩
祖
為
信
に
到
達
す
る
同
氏
の
経
緯
、
ま
た
為
信
一
 

代
の
詳
細
な
事
跡
す
ら
確
実
な
材
料
で
確
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
と
い
わ
れ
る
。
 

深
浦
は
、
自
然
の

メ
ッ
カ
で
あ
る
。
 

四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぷ
変
化
に
富
ん
だ
海
岸
線
は
、

そ
の
ほ
と

ん
ど
が
津
軽
国
定
公
園
区
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
私
な
ど
、
喜
び

に
つ
け
、
悲
し
み
に
つ
け
、
こ
の
海
岸
線
に
訪
れ
る
が
、
そ
の
奇
岩

・

入
江

・
砂
浜
等
、
風
光
明
婿
な
景
勝
に
感
動
を
覚
え
る
。
 又
、
深
浦

は
古
跡
多
く
、
歴
史
の
重
み
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 

関
の
古
碑
群
 

板
碑
は
四
二
基
あ
り
、
県
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
 

暦
応
三
年

（
一
三
四
〇
）
か
ら
応
承
八
年

（
一
四
〇
一
）
の
時
代
の
 

供
養
塔
で
、
紀
年
銘
と
「
安
倍
是
阿
」
な
ど

の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
 

    

ー・ー一T一 

    

     

"' 

    

  

光信公の像 る
の
で
、
安
東
氏
と
関
係
の
深
い
板
碑
で
あ
る
。
 

安
東
氏
は
鎌
倉
末
期
の
元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）
ー
嘉
歴
三
年

（
一
三

一
一
八）
に
か
け
て
一
族
の
内
紛
が
展
開
「
津
軽
騒
動
」
と
か
「
津
軽
大
乱
」
 

と
か
よ
ば
れ
る
。
 

正
中
二
年

（
一
三
二
五
）
幕
府
は
蝦
夷
管
領
職
を
又
太
郎
か
ら
五

郎

1
1
1
 

郎
に
改
め
た
。
 そ
れ
で
紛
争
が
起
っ
た
。
 

う
ち
ま
べ
 

両
軍
は
、
外
ケ
浜
内
末
部

（
東
津軽
郡
内
真
部
現
在
の
青
森
市
）
と
、
 

お
り
そ
の
せ
き
 

西
ケ
浜
折
曽
関

（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
戸
瀬
附
近
の
関
で
あ

る
）
に
城
を

構
え
て
洪
河
を
は
さ

ん
で

（
赤
石
川
か
岩
木
川
）
争
っ
た
。
 

関
の
 
「カ
メ
杉
」
の
下
に

あ
る
板
碑
群
は
付
近
に
散
在
し

て
い
た
も
の

を
集
め
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
暦
応
、
貞
和
、
貞
治
、
永
徳
な
ど

の
北
 

不
明
 

朝
年
号
の
も

の
で
あ
り
「
安
倍
是
阿
」
 
「安
倍
秀
ロ
」
な
ど

の
銘
が
確
認

で
き
る
か
ら
、
安
東
氏
の

一
党
が
こ
の
地
に
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
が
な
 

い
。
 

関
の
亀
杉
 

樹
齢
お
よ

そ
一
、
〇
〇
〇
年
の
老
木
、

鎌
倉
時
代
の

将
士
の
墓
標
と

い

わ
れ
、
遠
く
か
ら
見
る
と
亀

の
甲
に
似
て
見
え
る
（
県
天
然
記
念
物
）
 

北
金
ケ
沢
の
大
銀
杏
 

鎌
倉
時
代
の
老
木
で
、
樹
齢
お
よ

そ
六
〇
〇
年
、

古
く
か
ら

垂
乳
根
 

（
た
ら
ち
ね
）
の
イ
チ
ョ
ウ
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、
妊
婦
が
詣
で
る
と
乳
が

出
る
と
い
わ
れ
、
神
木
と
し

て
根
強
い
信
仰
を
集
め
て
い
る

（
県
天
然
記
 

た
の
は
、
南
部
氏
に
敗
れ
て
蝦
夷
地
松
前
へ
退
い
た
安
東
氏
が
、
旧
領
津

軽
の
奪
回
を
企
て
、
幾
度
も
兵
を
送
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に
備
え
る
た

め
に
派
遣
さ
れ
た
。

当
時
の
館
は
、
築
城
年
代
な
ど
不
詳
だ
が
、
近
年
「
光
信
公
の
館
」
と

し
て
再
建
さ
れ
た
。

光
信
公
は
、
津
軽
平
野
の
進
出
を
図
り
、
や
が
て
山
を
越
え
て
大
浦

（
岩
木
町
）
へ
進
出
、
一
城
を
築
い
て
一
子
盛
信
公
を
置
き
、
津
軽
全
域

平
定
の
策
を
練
っ
た
が
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
十
月
七
日
没
す
る
。
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ｂ
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子
息
、
パ
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こ
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今
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一｡

る
の
で
、
安
東
氏
と
関
係
の
深
い
板
碑
で
あ
る
。

安
東
氏
は
鎌
倉
末
期
の
元
亭
二
年
二
三
一
三
）
ｌ
嘉
歴
三
年
（
↑
三

二
八
）
に
か
け
て
一
族
の
内
紛
が
展
開
「
津
峰
騒
動
」
と
か
「
津
幌
大
乱
」

と
か
よ
ば
れ
る
。

正
中
二
年
（
一
三
二
丘
）
幕
府
は
蝦
夷
管
領
職
を
又
太
郎
か
ら
五
郎
三

郎
に
改
め
た
。
そ
れ
で
紛
争
が
起
っ
た
。

う
ち
ま
く

両
軍
は
、
外
ヶ
浜
内
末
部
（
東
洋
嵯
郡
内
真
部
現
在
の
胞
川
森
市
）
と
、

お
り
そ
の
せ
き

西
ヶ
浜
折
曽
関
（
西
津
経
郡
深
浦
町
大
戸
瀬
附
近
の
関
で
あ
る
）
に
城
を

構
え
て
洪
河
を
は
さ
ん
で
（
赤
石
川
か
岩
木
川
）
争
っ
た
。

関
の
「
カ
メ
杉
」
の
下
に
あ
る
板
碑
鮮
は
付
近
に
散
在
し
て
い
た
も
の

群

を
集
め
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
暦
応
、
貞
和
、
貞
治
、
永
徳
な
ど
の
北
一

碑
不
明

古
朝
年
号
の
も
の
で
あ
り
「
安
倍
是
阿
」
「
安
倍
秀
□
」
な
ど
の
銘
が
確
認
３

の

で
き
る
か
ら
、
安
東
氏
の
一
党
が
こ
の
地
に
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
が
な
一

関

い
Ｏ

関
の
亀
杉

樹
齢
お
よ
そ
一
、
○
○
○
年
の
老
木
、
鎌
倉
時
代
の
将
士
の
墓
標
と
い

わ
れ
、
遠
く
か
ら
見
る
と
亀
の
甲
に
似
て
見
え
る
（
県
天
然
記
念
物
）

北
金
ヶ
沢
の
大
銀
杏

こ
こ
で
「
光
信
公
の
姓
は
」
・
…
．
．
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

久
慈
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
き
は
、
久
慈
光
信
で
な
か
っ
た
の
か
。

種
里
城
に
入
り
、
南
部
光
信
を
名
乗
り
、
大
浦
城
へ
進
歩
し
て
、
大
浦
南

部
光
信
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

津
軽
信
政
の
自
筆
に
よ
る
津
軽
家
譜
草
案
に
よ
る
と
、

１

始
祖
金
沢
家
光
ｌ
家
信
ｌ
光
信
ｌ
盛
信
ま
で
全
員
源
氏
と
な
っ
て
い

る
が
、
光
信
ｌ
盛
信
に
つ
い
て
は
江
戸
幕
府
は
系
図
を
史
実
と
認
定
せ
ず
、

と
あ
る
。
ま
し
て
、
光
信
ｌ
津
軽
為
信
に
至
っ
て
は
、
複
雑
極
ま
り
な
い
。

津
軽
氏
が
、
い
つ
ど
こ
に
お
い
て
一
族
を
起
し
、
津
軽
為
信
の
代
に

至
っ
た
の
か
、
藩
祖
為
信
に
到
達
す
る
同
氏
の
経
緯
、
ま
た
為
信
一

代
の
詳
細
な
事
跡
す
ら
確
実
な
材
料
で
確
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
と
い
わ
れ
る
。

深
浦
は
、
自
然
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
。

四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
変
化
に
富
ん
だ
海
岸
線
は
、
そ
の
ほ
と

像
ん
ど
が
津
軽
国
定
公
剛
区
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
私
な
ど
、
喜
び

皿
に
つ
け
、
悲
し
み
に
つ
け
、
こ
の
海
岸
線
に
訪
れ
る
が
、
そ
の
奇
岩
・

罐
入
江
・
砂
浜
群
、
風
光
明
蠅
な
峨
勝
に
感
動
を
覚
え
る
。
又
、
深
浦

は
古
跡
多
く
、
歴
史
の
砿
み
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

関
の
古
碑
群

鎌
倉
時
代
の
老
木
で
、
樹
齢
お
よ
そ
六
○
○
年
、
古
く
か
ら
垂
乳
根

（
た
ら
ち
ね
）
の
イ
チ
ョ
ウ
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、
妊
婦
が
詣
で
る
と
乳
が

出
る
と
い
わ
れ
、
神
木
と
し
て
根
強
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
（
県
天
然
記

板
碑
は
門
二
肢
あ
り
、
兇
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

勝
応
三
年
（
一
三
川
○
）
か
ら
応
承
八
年
つ
門
○
二
の
時
代
の

供
養
塔
で
、
紀
年
銘
と
「
安
陪
足
阿
」
な
ど
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い

－2－



支

杉
は
一
、
の
地
方を
選
貯
地
し
た
 

菅
江

真
澄
っ
記
録
に
も
国
示
さ
木
．
 

童
の
形
に
似
て
い
る
の
て
；う
名
つ
け

ら
木
た
．
た
ら
ち
ね
の
大
銀
杏
と
共

に
安
東
氏
ゆ
か
リ
の
し
の
か
。
推
定

樹
齢

は
一
o8
年
。
 

樹

下
の
古
碑
（
検
砕

一
は南
北
飼
時
代
 

千
四
せ
紀
）安
東

一族
に
よ
「て
建
て
ら
来
 

北
刺
年

号
が
刻
ま
本
て
い
る供
養
塔

で
 

付
近
の
田
畑
に
散
在
し
て
いた
も
の
を
 

、
、こ
に
安
置
し

た
。
 

阿
弥
号
の

人
t
あ
る
の
で
時
宗

の
影
響
 

も
考
え
ら

本
る
。
 

津
軽
深
浦
 

,
 

一
 i

ー
  

「

i
'
,

"
 

 

円覚寺の山門前 

一
本
の
イ
チ
ョ
ウ
が
、
う
っ
蒼
と
し
た
林
を
造
り
出
し
、

垂
れ
さ
が
る

気
根
（
俗
に

乳
）
は
種

々
の
形
を
し

て
い
た
。
 

円
 
覚
 
寺
 

深
浦
の
観
音
さ
ま
と
い
え
ば
、

円
覚
寺
で
知
ら
れ
て
い
る
。
 

街
の
中
枢
部
を
過
ぎ
て
磯
崎
川
を
渡
れ
ば
、
う
つ
蒼
と
し

た

兵
陵
を
背
負
っ
た
古
利
の
山
門
に
突
き
あ
た
る
。

津
軽
三
十

三
観
音
霊
場
第
十
番
の
札
所
と
も
な
っ

て
い
る
春
光
山

円
覚

寺
で
あ
る
。
 

円
覚
寺
は
、
山
の
麓
か
ら
中
腹
に
か
け
て
加
藍
が
配
置
さ

れ
て
い
る
。
 荘
麗
な
仁
王
門
に
入
れ
ば
、
境
内
は
杉
や
銀
杏

の
老
木
に
お
お
わ
れ
、
落
着
い
た
雰
囲
気

が
感
じ
ら
れ
た
。
 

本
堂
左
に
金
毘
堂
、
右
に
薬
師
堂
と
柴
灯
護
摩
場
が
あ

る
。
 

元
禄
一
三
年

（
一
七
〇
〇
）
建
築
さ
れ
、
大
正
九
年
（
一

九
ニ
〇
）
再
建
さ
れ
る
。
ご
本
尊
は
十
一
面
観
世
音
は
聖
徳

太
子
の
作
と
伝
え
ら

れ
、
三
十
三
年
毎
に
開
帳
さ
れ

る
。
 

縁
起
に

よ
れ
ば
、
大
同
二
年

（
八
〇
七
）
坂
上
田

村
麻
呂

が
開
創
し
、
貞
観

（
八
五
九
ー
七
七
）
の
こ
ろ
大
和
国
の
修

験
行
者
、
僧
円
覚
が

こ
の
地
へ
巡
錫
し

て
草
庵
を
む
す
び
、
 

観
音
堂
を
再
興
し
た
。
そ
し
て
山
号
を
春
光
山
、

寺
号
を
円

覚
寺
と
し

た
。
江
戸
時
代
に
は
津
軽
家
の
祈
願
寺
と
な
り
、
 

信
牧

（
一
六
二
五
）
、
信
義

（
一
六
五
五
）
、
 信
政

（
一
七
〇

〇
）
、
信
寿

（
一
七
二
八
）
が
そ
れ
ぞ
れ
堂
宇
の

修
復
を
し

て
い
る
。
 

古
い
寺
歴
、
為
政
者
の
援
助
、
深
浦
の
観
音
と
し
て
親
し
 

一
 4→

 

一
 

ト
 

む
多
く
の
人
々
、
こ
の
霊
場
を
支
え
て
き
た
も
の
は
広
く
、
厚
い
、
檀
家

を
一
軒
も
持
た
な
い
寺
な
が
ら
、
観
音
霊
場
と
し

て
信
仰
あ
っ

い
人
々
に

守
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

境
内
の
薬
師
堂
は
永
正
三
年

（
一
五
〇
六
）
の
建
築
、
堂
内
の
厨
子
は

国
指
定
の
重
要
文
化
財
、

飛
騨
の
工
匠
の
作
と
伝
え
ら
れ
、
白
木
造
り
の

純
唐
様
一
間
厨
子
、

ま
た
日
露
戦
争
の
戦
死
者
の
菩
提
を
弔
う

た
め
に
、
 

前
住
職
が
制
作
し
た
刺
し
ゆ
う
の
釈
迦
大
浬
梁
像
が
あ
る
。
協
賛
者
の
八

万
四
千
人
余
り
の
毛
髪
が
使
わ
れ

て
い
る
。
 

こ
の
他
、
文
明
十
九
年

（
一
四
八
七
）
平
純
久
が
奉
納
し
た
懸
仏
、
至

徳
二
年
（
一
三
八
五
）
在
銘
の
鰐
ロ
が
寺
宝
と
し

て
保
存
さ
れ

て
い
る
。
 

（
何
れ
も
県
指
定
重

宝
）
 

史
跡

め
ぐ

り
参

加
者
 

秋
 
元
 
惣
之
進

石
戸
谷
 
恵
 
子

小
山
内
 
ト

モ
子
 

万
 
治
 

中
 
長
三
郎
 

千
 

千
代
 

櫛 木 木

引 村 下

八 治 俊

代 利 蔵 

山 原 須 沢 沢

中 田 崎 田 田

長 万 正 サ 

郎
 
治
 
敏
 
ツ
 
薫
 

正
 
敏
 

一
 

【
、
。
 

一
本
の
イ
チ
ョ
ウ
が
、
う
っ
蒼
と
し
た
林
を
造
り
出
し
、
垂
れ
さ
が
る

円
覚
寺

気
根
（
俗
に
乳
）
は
種
々
の
形
を
し
て
い
た
。

関のカメ杉

咽
帽
恒
一
狸
一
雫
奄
》
蕾
荊
・
、
“
へ
４
，
１
吋
一
へ
。
》
学
・

痢
逃
毒
．
。
》

■

＊

｜、

竺
巳

阿
弥
号
の
人
も
あ
る
の
で
崎
宗
の
影
写

も
嚢
ザ
え
ら
水
る
。

津
軽
深
浦

禰
窃
恵
黄
形
と
古
斡
圷
凄
典
郵
『

さ
《
杉
は
こ
の
地
方
を
遇
貯
嘩
し
た

箸
丘
具
澄
の
記
録
に
も
図
示
等
水

さ
苛
形
膿
似
て
い
る
の
で
、
う
名
づ
け

ら
爪
た
・
た
ら
ち
わ
の
大
銀
杏
と
共

に
容
尋
累
氏
ゆ
か
り
の
も
の
か
。
推
吏

樹
齢
域
－
．
８
年
。

樹
下
の
古
碑
｛
撰
砕
丘
南
北
鮒
塒
代

千
⑲
世
紀
）
客
東
一
族
に
よ
へ
て
建
て
ら
水

北
朝
年
号
が
刻
呈
水
て
ぢ
供
睡
愚
で

付
近
の
田
畑
に
散
在
し
て
い
た
も
の
を

こ
、
》
に
昏
昼
し
た
。

円覚寺の山門前

一
一
室
－
１

ｃ
一
一

一

わ

●

口

令

二

､

む
多
く
の
人
々
、
こ
の
霊
場
を
支
え
て
き
た
も
の
は
広
く
、
厚
い
、
檀
家

を
一
軒
も
持
た
な
い
寺
な
が
ら
、
観
音
霊
場
と
し
て
信
仰
あ
つ
い
人
々
に

守
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

境
内
の
薬
師
堂
は
永
正
三
年
（
一
五
○
六
）
の
建
築
、
堂
内
の
厨
子
は

国
指
定
の
重
要
文
化
財
、
飛
騨
の
工
匠
の
作
と
伝
え
ら
れ
、
白
木
造
り
の

純
唐
様
一
間
厨
子
、
ま
た
日
露
峨
争
の
戦
死
者
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、

前
住
職
が
制
作
し
た
刺
し
ゅ
う
の
釈
迦
大
浬
藥
像
が
あ
る
。
協
賛
者
の
八

万
四
千
人
余
り
の
毛
髪
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
平
純
久
が
奉
納
し
た
懸
仏
、
至

徳
二
年
二
三
八
五
）
在
銘
の
鰐
口
が
寺
宝
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

（
何
れ
も
県
指
定
重
宝
）

｜

｜I陣史
跡
め
ぐ
り
参
加
者

秋
元
惣
之
進
沢
田

石
戸
谷
恵
子
沢
田

小
山
内
ト
モ
子
須
崎

木
下
俊
蔵
原
田

木
村
治
利
山
中

櫛
引
八
千
代

ーｰ

b

深
浦
の
観
音
さ
ま
と
い
え
ば
、

畦
Ｉ
Ｌ

音
さ
ま
と
い
え
ば
、
円
覚
寺
で
知
ら
れ
て
い
る
。

街
の
中
枢
部
を
過
ぎ
て
磯
崎
川
を
渡
れ
ば
、
う
っ
蒼
と
し
た

兵
陵
を
背
負
っ
た
古
刹
の
山
門
に
突
き
あ
た
る
。
津
軽
三
十

三
観
音
霊
場
第
十
番
の
札
所
と
も
な
っ
て
い
る
春
光
山
円
覚

寺
で
あ
る
。

円
覚
寺
は
、
山
の
麓
か
ら
中
腹
に
か
け
て
加
藍
が
配
置
さ

れ
て
い
る
。
荘
麗
な
仁
王
門
に
入
れ
ば
、
境
内
は
杉
や
銀
杏

の
老
木
に
お
お
わ
れ
、
落
着
い
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。

本
堂
左
に
金
毘
堂
、
右
に
薬
師
堂
と
柴
灯
護
摩
場
が
あ
る
。

元
禄
一
三
年
二
七
○
○
）
建
築
さ
れ
、
大
正
九
年
二

九
二
○
）
再
建
さ
れ
る
。
ご
本
尊
は
十
一
面
観
世
音
は
聖
徳

太
子
の
作
と
伝
え
ら
れ
、
三
十
三
年
毎
に
開
帳
さ
れ
る
。

縁
起
に
よ
れ
ば
、
大
同
二
年
（
八
○
七
）
坂
上
田
村
麻
呂

が
開
創
し
、
貞
観
（
八
五
九
’
七
七
）
の
こ
ろ
大
和
国
の
修

験
行
者
、
僧
円
覚
が
こ
の
地
へ
巡
錫
し
て
草
庵
を
む
す
び
、

観
音
堂
を
再
興
し
た
。
そ
し
て
山
号
を
春
光
山
、
寺
号
を
円

覚
寺
と
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
津
軽
家
の
祈
願
寺
と
な
り
、

信
牧
（
一
六
二
五
）
、
信
義
二
六
五
五
）
、
信
政
（
一
七
○

○
）
、
信
寿
（
一
七
二
八
）
が
そ
れ
ぞ
れ
堂
宇
の
修
復
を
し

て
い
る
。

古
い
寺
歴
、
為
政
者
の
援
助
、
深
浦
の
観
音
と
し
て
親
し

菫

サ
ツ

正
敏

万
治

長
三
郎
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