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日
の
輪
・
月
の
輪
形
遺
跡

源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)
・
義
家
父
子
が
安

倍
氏
と
戦
っ
た
前
九
年
合
戦
の
際
、
源
氏
の
旗
に
描
か

れ
た
「
太
陽
と
三
日
月
」
が
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
、

陣
ケ
岡
の
池
に
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
勝
利

へ
の
お
告
げ
」
と
確
信
し
た
源
氏
は
、
一
気
に
厨
川(
く

り
や
が
わ
の)

柵(

さ
く)

へ
攻
め
入
っ
た
と
い
う
伝
承
が

あ
り
ま
す
。
合
戦
後
、
源
氏
は
「
日(

ひ)

の
輪
・
月(

つ

き)

の
輪
」
を
象(

か
た
ど)

っ
た
中
島
を
築
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す

日
詰
郡
山
駅

郡
山
は
、
日
詰
町
・
二
日(

ふ
つ
か)

町(

ま
ち)

・
下
町

(

し
も
ま
ち)

の
総
称
で
、
高
水
寺
城
下
を
中
心
に
形

成
さ
れ
た
町(

ま
ち)

場(

ば)

で
し
た
。
盛
岡
と
花
巻
の

中
間
に
位
置
す
る
郡
山
は
、
奥
州
道
中
の
整
備
に

よ
っ
て
宿
駅(

し
ゅ
く
え
き)

が
整
備
さ
れ
る
と
「
郡

山
駅
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
外
来
商
人
や
職
人
が
定

住
し
河
岸(

か
し)

が
整
備
さ
れ
る
と
、
人
の
往
来
や

物
流
も
増
加
し
、
志
和
郡
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の

拠
点
と
し
て
発
展
し
ま
し
た

賢
治
の
歌
碑

日
詰
駅
は
、
日
本
鉄
道
の
駅
と
し
て
開
業
し
た
紫

波
郡
唯
一
の
鉄
道
輸
送
の
玄
関
口
で
し
た
。
人
や

物
資
を
輸
送
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
も
運
ん
で
き
ま
し
た
。
日
詰
駅
は
、
宮
沢
賢

治
の
作
品
の
舞
台
と
な
り
、
構
内
に
は
「
さ
く
ら

ば
な
」
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
賢
治
は
、

近
く
の
五
郎
沼
や
高
水
寺
城
跡
を
題
材
に
し
た
作

品
も
残
し
て
い
ま
す

樋
爪
館
跡

志
波
郡
を
含
む
は
「
奥(

お
く)

六
郡
」
（
胆
沢
・
江

刺
・
和
賀
・
稗
貫
・
志
波
・
岩
手
郡
）
は
、
都
が
あ

る
中
央
か
ら
遠
く
辺
境(

へ
ん
き
ょ
う)

の
地
と
呼
ば
れ
、

胆
沢
郡
と
と
も
に
エ
ミ
シ
勢
力
の
二
大
拠
点
で
し
た
。

比
爪
館
を
中
心
に
築
か
れ
た
文
化
は
、
辺
境
に
位
置

し
な
が
ら
も
平
泉
文
化
を
取
り
入
れ
、
風
土
に
合
わ

せ
た
独
自
の
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
文
化

の
独
自
性
は
、
紫
波
町
の
文
化
の
精
神
的
な
主
軸
に

な
っ
て
い
ま
す
。

志
和
八
幡
宮

志
和
八
幡
宮
の
「
五(

ご)

元
日(

が
ん
に
ち)

」
の
祭
典
は
、

源(

げ
ん)

氏(

じ)

が
前
九
年
合
戦
の
勝
利
を
祝
っ
た
と
す

る
故
事(

こ
じ)

に
由
来
し
、
正
月
５
日
の
未
明
に
「
大
か

が
り
火
」
を
焚(

た)

き
上
げ
る
伝
統
行
事
で
す
。
こ
の
祭

典
で
は
、
南
部
杜(

と
う)

氏(

じ)

の
発
祥
と
さ
れ
る
権

(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

酒
屋
の
蔵
人(

く
ら
び
と)

が
酒
造

り
祈
願
と
し
て
始
め
た
「
裸
参
り
」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

旧
志
和
村
の
伝
統
文
化
や
酒
造
文
化
を
伝
え
る
貴
重
な

民
俗
行
事
と
い
え
ま
す
。

佐
比
内
金
山
の
里

藩
政
時
代
の
佐
比
内
は
、
県
内
屈
指
の
産
金
地
で
し

た
。
諸
国
か
ら
鉱
山
の
技
術
者
な
ど
が
多
数
集
ま
り
、

山
間
地
に
集
落
が
誕
生
し
、
各
地
の
文
化
が
持
ち
込

ま
れ
ま
し
た
。
佐
比
内
の
文
化
に
は
鉱
山
の
繁
栄
や

作
業
の
無
事
を
願
っ
た
鉱
夫
た
ち
の
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
「
か
ら
め
節
」
な
ど
鉱
山
由
来
の
独

自
の
文
化
が
育
ま
れ
、
「
産
金
の
里
」
と
し
て
貴
重

な
鉱
山
文
化
を
伝
え
て
い
ま
す
。

三
社
稲
荷

奥
羽
山
系
の
麓(
ふ
も
と)

に
は
多
く
の
神
社
が
集
積
し
て

い
ま
す
。
志
和
稲
荷
・
志
和
古(

ふ
る)

稲
荷
・
水
分
神
社

は
「
志
和
の
三
社
稲
荷
」
と
呼
ば
れ
、
五
穀
豊
穣
、
無

病
息
災
を
祈
願
す
る
神
社
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
江
戸
時
代
の
民
俗
学
者
菅(

す
が)

江(

え)

真(

ま)

澄

(

す
み)

は
、
多(

た)

具(

ぐ)
那(
な)

川
（
滝
名
川
）
や
志

和
稲
荷
神
社
の
ほ
か
、
志
賀
理
和
気
神
社
・
比
爪
館
・

五
郎
沼
・
走
湯
神
社
な
ど
の
見
聞(
け
ん
ぶ
ん)

内
容
を
旅

行
記
に
記(

し
る)

し
て
い
ま
す

志
和
稲
荷
神
社
・
大
杉

志
和
稲
荷
神
社
は
、
前
九
年
合
戦
の
際
、
源(

み
な
も

と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)

・
義
家
父
子
が
陣
ヶ
岡
に
滞

在
中
に
、
伏(

ふ
し)

見(

み)

稲
荷
神
社
か
ら
神
霊
を
分

(

ぶ
ん)

祀(

し)

し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
境
内(

け
い
だ

い)

に
そ
び
え
る
高
さ
45

メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
12

00

年

余
り
の
大
杉
は
御
神
木
と
さ
れ
、
県
下
一
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
御
神
木
は
、
延
命
長
寿
・
縁
結
び
・
子
孫
繁

栄
に
御(

ご)

利(

り)

益(

や
く)

が
あ
る
と
さ
れ
、
町
内

外
か
ら
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
。

五
郎
沼
経
塚
跡

経
塚(

き
ょ
う
づ
か)

は
、
法(

ほ)

華(

け)

経(

き
ょ
う)

な
ど
の
仏
教
の
経
典(

き
ょ
う
て
ん)

を
後
世
に
残
す

た
め
に
築
か
れ
た
塚
で
す
。
五
郎
沼
周
辺
に
寺
社
が

建
立
さ
れ
る
な
ど
、
極
楽(

ご
く
ら
く)

往
生(

お
う

じ
ょ
う)

を
願
う
人
々
の
供(

く)

養(

よ
う)

の
聖
地
・

霊
場(

れ
い
じ
ょ
う)

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
経
塚
は
、

山
頂
や
神
社
の
境
内
や
境
界
に
築
か
れ
る
こ
と
が
多

く
、
五
郎
沼
経
塚
も
聖
と
俗
の
領
域
を
分
け
る
結
界

の
役
目
が
期
待
さ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。





五
郎
沼

比
爪
館
は
、
役
所
・
寺
院
・
居
館
な
ど
の
機
能
を
も

つ
複
合
的
な
城
館
で
、
そ
の
規
模
・
格
式
は
平
泉
と

比
較
し
て
遜
色
が
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
郎
沼
の
ほ
と
り
に
は
廃
寺
に
な
っ
た
大(

だ
い)

荘

(

し
ょ
う)

厳(

ご
ん)

寺(

じ)

が
境
内
を
構
え
て
い
ま
し

た
。
そ
の
寺
域
に
は
平
泉
の
無(

む)

量(

り
ょ
う)

光

(

こ
う)

院(

い
ん)

と
同
じ
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
を
こ
の

世
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
浄
土
庭
園
の
存
在
が
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

野
村
胡
堂

野
村
胡
堂
胡(

こ)

堂(

ど
う)

の

代
表
作
で
あ
る
『
銭(

ぜ
に)

形(

が
た)

平(

へ
い)

次(

じ)

捕(

と
り)

物(

も
の)

控(

ひ
か
え)

』
は
、
神
田
明
神
下
に

住
む
銭
形
平
次
が
卓
越
し
た
推
理
と
「
投
げ
銭(

ぜ
に)

」

に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る
歴
史
小
説
で
す
。
胡
堂
が

描
く
平
次
の
世
界
は
、
江
戸
を
舞
台
に
し
て
い
ま
す
が

「
弱
い
立
場
に
あ
る
人
を
許
し
、
偽(

ぎ)

善(

ぜ
ん)

者

(

し
ゃ)

を
罰
す
る
」
と
い
う
姿
勢
が
貫(

つ
ら
ぬ)

か
れ
て

い
ま
す
。
農
民
の
子
と
し
て
育
っ
た
彦
部
で
の
苦
楽
体

験
が
原
点
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

志
和
古
稲
荷
神
社

志
和
古(

ふ
る)

稲
荷
神
社
は
、
古
く
は
「
古
稲
荷
さ

ん
」
と
呼
ば
れ
、
志
和
稲
荷
神
社
と
と
も
に
「
志
和
稲

荷
両
社
」
と
し
て
南
部
氏
の
崇
敬
と
保
護
を
受
け
て
き

ま
し
た
。
昭
和
20

年
代
に
御(

ご)

神(

し
ん)

木(

ぼ
く)

の
大
杉
の
空
洞(

く
う
ど
う)

か
ら
「
白
き
つ
ね
」
の
ミ

イ
ラ
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
キ
ツ
ネ
は
稲
荷
の
神
が
こ

の
世
に
見
え
る
形
で
遣(

つ
か)

わ
し
た
「
神
の
使
い
」

と
さ
れ
、
古(

ふ
る)

稲
荷
神
社
は
ア
ニ
メ
の
聖
地
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

佐
比
内
館
跡
・
熊
野
神
社

佐
比
内
館
は
、
遠
野
街
道
沿
い
の
神
田(
じ
ん
で
ん)

に

築
か
れ
た
中
世
城
館
で
す
。
斯
波(

し
ば)
氏
重
臣
の
河

村
氏
が
本
拠
の
大
巻
か
ら
佐
比
内
に
居
館
を
移
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
熊
野
神
社
は
、
佐

比
内
大
峰(

お
お
み
ね)

の
熊
野
権(

ご
ん)

現(

げ
ん)
社

(

し
ゃ)

（
奥
宮
）
を
佐
比
内
館
の
本
丸
跡
に
里
宮
と
し

て
建
立
し
た
も
の
で
す
。
神
田
の
地
名
は
、
神
に
稲

の
初(

は
つ)

穂(

ほ)

を
献
ず
る
御(

お)

神(

み)

田(

た)

が
由
来
か
も
知
れ
ま
せ
ん

逆
ガ
シ
ワ

カ
シ
ワ
は
上
向
き
に
直
立
す
る
性
質
が
あ
り
ま
す
が
、

勝(
し
ょ
う)

源(

げ
ん)

院(

い
ん)

の
カ
シ
ワ
は
直
立
し

て
お
ら
ず
、
地
面
際(

ぎ
わ)

で
四
方
に
枝
分
か
れ
し
て
、

そ
の
ま
ま
地
を
這(

は)

う
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
い
ま

す
。
根
が
枝
に
な
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
枝
ぶ
り
か
ら

「
逆
ガ
シ
ワ
」
の
異(

い)

名(

み
ょ
う)

で
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
昭
和
初
期
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、

紫
波
町
で
は
唯
一
の
国
指
定
の
天
然
記
念
物
で
す

舟
久
保
洞
窟

赤
沢
の
舟
久
保
洞
窟
は
、
石
灰
岩
層
に
で
き
た
横
穴

洞
穴
で
す
。
洞
窟
内
で
は
美
し
い
鍾(

し
ょ
う)

乳

(

に
ゅ
う)

石(

せ
き)

や
石(

せ
き)

筍(

じ
ゅ
ん)

が
見
ら

れ
ま
す
。
縄
文
時
代
後
期
・
晩
期
の
土
器
や
骨

(

こ
っ)

角
器(

か
く
き)

の
ほ
か
、
二
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ

シ
シ
・
ク
マ
な
ど
の
獣(

じ
ゅ
う)

骨(

こ
つ)

が
出
土
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
寒
冷
期
で
も
氷
点
下
に
な
る
こ

と
は
少
な
く
、
縄
文
時
代
で
も
快
適
な
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
た
洞
窟
住
居
跡
で
す
。

義
経
伝
説

源(

み
な
も
と
の)

義(

よ
し)

経(

つ
ね)

が
兄
頼(

よ
り)
朝

(

と
も)

に
宛
て
た
「
腰(

こ
し)

越(

ご
え)

状(

じ
ょ
う)
」

で
は
、
頼
朝
軍
に
加
わ
る
以
前
は
「
辺(

へ
ん)

土(

ど)

遠

国(

お
ん
ご
く)

を
栖(

す)

み
か
」
に
し
た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
赤
沢
で
は
義
経
の
乗
馬
・
武
術
の
訓
練
や
地

元
娘
と
の
恋
物
語
が
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
義
経
が

赤
沢
で
過
ご
し
た
記
録
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
古
く

か
ら
「
義
経
伝
説
」
が
先
人
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て

き
た
歴
史
の
郷(

さ
と)

と
い
え
ま
す
。

山
屋
館
経
塚

山(

や
ま)
屋(
や)

館(

だ
て)

経(

き
ょ
う)

塚(

づ
か)

は
、

赤
沢
山
屋
に
築
か
れ
た
４
基
の
経
塚
で
す
。
経
塚
は
末

法(

ま
っ
ぽ
う)
思
想
の
影
響
を
受
け
、
法(

ほ)

華(

け)

経

(

き
ょ
う)

な
ど
の
経
典
を
後
世
に
残
す
た
め
に
築
か
れ

た
塚
で
す
。
こ
の
経
塚
か
ら
経
典
を
入
れ
る
常
滑(

と
こ

な
め)

産
や
珠(

す)

洲(

ず)
産
の
壺(

つ
ぼ)

が
出
土
し
ま

し
た
。
こ
の
経
塚
は
、
道
路
改
良
工
事
の
際
に
発
見
さ

れ
、
現
在
地
に
移
築
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
紫
波
町
で
は

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
数
少
な
い
経
塚
で
す
。

志
和
稲
荷
神
社

志
和
稲
荷
神
社
の
拝
殿
前
に
は
「
茅(

ち)

の
輪
」
と
呼
ば

れ
る
大
き
な
輪
が
あ
り
ま
す
。
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
を

「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
と
い
い
、
心
身
を
清
め
て
災
厄(

さ

い
や
く)

を
祓(

は
ら)

い
無
病(

む
び
ょ
う)

息
災(

そ
く
さ

い)

を
祈
願
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
行
事
の
起
源
は
『
釈

(

し
ゃ
く)

日(

に)

本(

ほ
ん)

紀(

ぎ)

』
に
引
用
さ
れ
た

「
疫
病(

え
き
び
ょ
う)

が
流
行
し
た
な
ら
、
茅
の
輪
を
腰

に
付
け
る
と
免(

ま
ぬ)

か
れ
る
」
と
い
う
蘇(

そ)

民(

み

ん)

将(

し
ょ
う)

来(

ら
い)

の
逸(

い
つ)

話(

わ)

に
由
来
し

ま
す
。

長
岡
城

長
岡
城
は
、
遠
野
街
道
沿
い
の
東
長
岡
の
館
山(

た
て

や
ま)

に
築
か
れ
た
中
世
長
岡
氏
の
城
館
で
す
。
「
六

日
町
」
の
地
名
は
城
下
市(

い
ち)

の
名
残
で
す
。
近

く
に
は
北
上
川
舟
運(

し
ゅ
う
う
ん)

の
船
着
き
場
が

あ
り
、
小
街
区
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
岡
氏
の
事
績
は
不
明
な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
長

岡
城
は
八
坂
神
社
と
と
も
に
長
岡
の
歴
史
や
文
化
を

物
語
る
文
化
遺
産
と
い
え
ま
す





須
川
長
之
助

名
誉
町
民
須
川
長
之
助
は
、
水
分
下(

し
も)

松
本
出
身

の
植
物
採
集
家
で
す
。
牧(

ま
き)

野(

の)

富(

と
み)

太

(

た)

郎(

ろ
う)

が
命
名
し
た
「
チ
ョ
ウ
ノ
ス
ケ
ソ
ウ
」

の
発
見
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島
の
ほ

ぼ
全
域
の
植
物
を
採
集
し
、
そ
の
標
本
を
ロ
シ
ア
の
植

物
園
に
送
り
続
け
、
世
界
の
植
物
分
類
学
の
発
展
に
多

大
な
功
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
「
チ
ョ
ウ
ノ
ス
キ
ー
」

の
学
名
が
彼
の
功
績
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

赤
沢
白
山
神
社

赤
沢
白
山
神
社
は
、
お
よ
そ
23

0

段
の
階
段
を
昇
り

切
っ
た
音(

お
と)

高
山(

た
か
や
ま)

の
山
頂
に
鎮(

ち
ん)

座(

ざ)

し
ま
す
。
古
く
は
「
白(

は
く)

山(

さ
ん)

宮(

ぐ

う)

」
と
呼
ば
れ
、
一
帯
に
は
蓮(

れ
ん)

花(

げ)

寺(

じ)

が
山
岳
伽(

が)

藍(

ら
ん)

を
構
え
、
多
く
の
平(

へ
い)

安

(

あ
ん)

仏(

ぶ
つ)

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
音
高
山
の

麓(

ふ
も
と)

や
周
辺
に
は
鎌
倉
時
代
の
板
碑
な
ど
が
集

積
す
る
聖
域
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
年
こ
の
聖
域
に

山
城
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

箱
清
水
板
碑
群

史
跡
比
爪
館
跡
が
所
在
す
る
箱(

は
こ)

清(

し)

水(

み
ず)

の

地
名
は
、
名
水
が
湧(

わ)

く
箱(

は
こ)

清
水(

す
ず)

に
由
来

し
ま
す
。
領
主
が
樋
爪
氏
か
ら
斯
波(

し
ば)

氏
に
変
わ
っ
て

も
、
大
荘
厳(

だ
い
し
ょ
う
ご
ん)

寺
の
境
内(

け
い
だ
い)

や

五
郎
沼
周
辺
は
霊
場(

れ
い
じ
ょ
う)

・
聖
地
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
信
仰
を
形
に
表
し
た
供
養(

く
よ
う)

碑(

ひ)

や
経
塚

(

き
ょ
う
づ
か)

が
築
か
れ
ま
し
た
。
五
郎
沼
の
沼
端(

ぬ
ま
ば

た)

で
は
、
不(

ふ)

動(

ど
う)

明(

み
ょ
う)

王(

お
う)

を
絵
画

的
に
線
刻
し
た
不
動
明
王
絵(

え)

像(

ぞ
う)

碑(

ひ)

が
当
時

の
信
仰
の
姿
を
伝
え
て
い
ま
す
。

新
山

新
山(

に
い
や
ま)

山
頂
の
新
山(

に
い
や
ま)

神
社
は
、
古

く
は
「
新
山(

し
ん
ざ
ん)

権
現(

ご
ん
げ
ん)
」
と
呼
ば
れ
、

「
新(

し
ん)

山(

ざ
ん)

寺(

じ)

」
が
別
当
を
務
め
て
い
ま

し
た
。
新
山
に
は
多
く
の
伽(

が)

藍(

ら
ん)

や
坊(
ぼ
う)

舎(

し
ゃ)

が
建
て
ら
れ
た
聖
地
の
た
め
、
盛
岡
藩
は
新

山
を
鎮(

ち
ん)

山(

ざ
ん)

と
位
置
づ
け
、
八
戸
藩
が
成
立

し
て
も
盛
岡
藩
領
と
し
て
掌
握(

し
ょ
う
あ
く)

し
続
け

ま
し
た
。
山
頂
に
は
展
望
台
が
整
備
さ
れ
、
紫
波
扇
状

地
に
広
が
る
散(

さ
ん)

居(

き
ょ)

集
落
、
緑
豊
か
な
田
園

景
観
を
一
望
で
き
ま
す
。

大
巻
館
跡

大
巻
館
は
、
彦
部
館
山(

た
て
や
ま)

に
築
か
れ
た
城
館

で
す
。
鎌
倉
御(

ご)

家(

け)

人(

に
ん)

河
村
氏
の
居
館
で

「
河
村
館
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
大
正
初
期
に
「
大(

た

い)

正(
し
ょ
う)

園(

え
ん)

」
と
し
て
改
修
・
整
備
さ
れ

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
河
村
氏
の
事
績
に
つ
い
て
不
明

な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
南
北
朝(

な
ん
ぼ
く
ち
ょ
う)

時
代
は
公(

く)
家(
げ)

方(

か
た)

の
南
朝
に
与(

く
み)

し
、

室
町
時
代
に
は
志
波
郡
領
主
斯
波(

し
ば)

氏
の
重
臣
と

し
て
佐
比
内
館
を
居
館
に
し
て
い
ま
し
た
。

走
湯
神
社

走(

そ
う)

湯(

と
う)

神
社
は
、
古
く
は

「
走(

そ
う)

湯(

と
う)

大
権
現(

だ
い
ご
ん
げ
ん)

」
と
呼
ば

れ
、
熱(

あ
た)

海(

み)

の
湧(

わ)

き
出
る
霊
湯(

れ
い
と
う)

「
走
り
湯
」
を
神
格
化
し
た
も
の
で
す
。
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と
も)

は
陣
ケ
岡
に
滞
在
し
た
際
、
「
走
湯
権

現
に
奉(

た
て
ま
つ)

る
」
と
称
し
て
鏑(

か
ぶ
ら)

矢(

や)

二

本
を
欅(

け
や
き)

に
射
立
て
た
こ
と
が
『
吾(

あ)

妻(

づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
記(

し
る)

さ
れ
て
い
ま
す
。
頼
朝
に
と
っ

て
伊(

い)

豆(

ず)

山(

さ
ん)

神
社
か
ら
分
祀
さ
れ
た
走
湯
大

権
現
が
遠
方
の
「
比
爪
」
に
あ
っ
た
こ
と
に
感
慨
を
覚
え

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

比
爪
館
跡

平
安
の

文
化
を
広
め
し

比
爪
館

比(

ひ)

爪(

づ
め)

館
は
、
平
泉
藤
原
氏
が
志
波
郡
に

配
置
し
た
北
方
支
配
の
拠
点
で
す
。
比
爪
館
跡
は
、

平
泉
の
都
市
理
念
が
平
泉
以
外
で
展
開
さ
れ
た
数
少

な
い
平
泉
関
連
遺
跡
で
、
「
第
二
の
平
泉
」
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
権
威
と
格
式
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
文
化
的
影
響
は
、
比
爪
館
跡
周
辺
の
関
連
遺
跡
の

ほ
か
、
中
核
部
を
取
り
巻
く
周
縁
の
寺
社
・
経

(

き
ょ
う)

塚(

づ
か)

・
平(

へ
い)

安(

あ
ん)

仏(

ぶ
つ)

な
ど
の
仏
教
遺
産
に
及
ん
で
い
ま
す
。

長
岡
八
坂
神
社

長
岡
八
坂
神
社
は
、
斯
波(

し
ば)

氏
や
南
部
氏
か
ら

崇
敬(

す
う
け
い)
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
藩
主
南
部
利

(

と
し)

直(

な
お)
は
当
社
に
「
牛
頭(

ご
ず)

天
王(

て

ん
の
う)

」
の
社
号
を
与
え
て
保
護
し
、
志
和
稲
荷
社

参
詣
の
帰
路
に
は
必
ず
立
ち
寄
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
明
治
政
府
は
「
天
王
」
と
「
天
皇
」
が
重

な
る
こ
と
を
不
敬
と
し
て
社
名
の
変
更
を
求
め
、

「
牛
頭
天
王
」
か
ら
「
八
坂
神
社
」
に
名
称
を
変
え

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

蜂
神
社

前
九
年
合
戦
の
際
、
源
氏
の
旗
に
描
か
れ
た
「
太
陽

と
三
日
月
」
が
陣
ケ
岡
の
池
の
水
面(

み
な
も)

に
映

し
出
さ
れ
ま
し
た
。
源
氏
は
こ
れ
を
「
勝
利
の
吉

(

き
っ)

兆(

ち
ょ
う)

な
り
」
と
喜
び
、
士
気
を
高
め

一
気
に
厨
川
柵
を
攻
め
安
倍
氏
に
勝
利
し
た
と
い
う

故
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
勝
利
し
た
源
氏
は
、

報
恩
と
し
て
「
日
の
輪
・
月
の
輪
」
を
象(

か
た

ど)

っ
た
中
島
を
築
い
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
ハ
ス

五
郎
沼
の
ハ
ス
池
で
は
、
古
代
ハ
ス
が
夏
季
に
美
し

い
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
こ
の
ハ
ス
は
、
中
尊

寺
金
色
堂
か
ら
発
見
さ
れ
た
種
子
を
現
代
科
学
の
力

に
よ
っ
て
開
花
さ
せ
た
も
の
で
す
。
「
中
尊
寺
ハ

ス
」
と
名
付
け
ら
れ
た
古
代
ハ
ス
は
、
中
尊
寺
か
ら

五
郎
沼
に
株
分
け
さ
れ
ま
し
た
。
八
百
余
年
の
長
い

眠
り
か
ら
覚
め
、
時
空
を
超
え
て
里
帰
り
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。





食
文
化

古
来
、
神
聖
な
食
べ
物
と
さ
れ
て
き
た
「
も
ち
」
は
、

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
五
穀
豊
穣
、
平
安
息
災
を
祈

る
信
仰
と
結
び
つ
き
、
神
仏
に
供
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
季
節
の
行
事
や
人
生
の
節
目
な
ど
、

「
ハ
レ
」
の
日
の
御(

ご)

馳(

ち)

走(

そ
う)

と
し
て
振

舞
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
な
素
材
を
「
も
ち
」

に
絡(

か
ら)

め
る
「
も
ち
食
文
化
」
が
現
代
に
継
承
さ

れ
て
い
ま
す
。

陣
ケ
岡
陣
営
跡

陣
ケ
岡
は
、
古
く
か
ら
交
通
・
軍
事
の
要
地
と
し
て
知
ら

れ
、
坂
上
田
村
麻
呂(

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ)

・
源

(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)

・
源
義
家
・
南
部
信(

の

ぶ)

直(

な
お)

・
蒲(

が
も)

生(

う)

氏(

う
じ)

郷(

さ
と)

な
ど

多
く
の
名
将
が
滞
陣(

た
い
じ
ん)

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
奥
州
合
戦
で
は
、
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と

も)

が
陣
ケ
岡
に
一
週
間
滞
在
し
た
こ
と
が
『
吾
妻
鏡
』
に

記(

し
る)

さ
れ
て
い
ま
す
。
陣
ケ
岡
は
、
前
九
年
合
戦
、
奥

羽
合
戦
、
戦
国
期
の
合
戦
な
ど
、
時
代
の
変
革
期
に
登
場

す
る
重
要
な
史
跡
で
す
。

長
岡
八
坂
神
社

長
岡
八
坂
神
社
は
、
か
つ
て
は
「
牛
頭(

ご
ず)

天
王
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
牛
頭
天
王
は
、
疫(

や
く)

病

(

び
ょ
う)

を
広
め
る
疫(

や
く)

病(

び
ょ
う)

神(

が
み)

と
し
て
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
逆
に
こ
れ
を
丁(

て
い)

重(

ち
ょ
う)

に
祀(

ま
つ)

り
鎮(

し
ず)

め
る
こ
と
で
疫

病
を
退
散
さ
せ
る
除
疫
の
神
、
さ
ら
に
は
農
業
神
な

ど
万
能
な
神
と
さ
れ
ま
し
た
。
八
坂
神
社
は
、
長
い

歴
史
と
格
式
が
あ
る
神
社
と
し
て
村
人
か
ら
厚
く
信

仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

山
王
海
ダ
ム

滝
名
川
は
、
志
和
稲
荷
神
社
前
で
本
流
方
と
支
流
方

の
二
つ
の
水
系
に
分
岐
さ
れ
ま
す
。
一
つ
の
用
水
源

を
盛
岡
藩
と
八
戸
藩
で
利
用
す
る
こ
と
か
ら
、
水
系

同
士
の
間
で
悲
惨
な
水
争
い
が
起
こ
り
、
死
者
ま
で

出
し
た
悲
痛
な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
慢
性
的
な
水
不

足
や
水
争
い
は
、
当
時
「
東
洋
一
の
ア
ー
ス
ダ
ム
」

と
い
わ
れ
た
「
山
王
海
ダ
ム
」
の
完
成
に
よ
っ
て
終

止
符
が
打
た
れ
ま
し
た

承
継
橋

承
慶(

し
ょ
う
け
い)

橋(

ば
し)

は
、
幕
末
に
郡
山
の
豪
商

金(
か
ね)

子(

こ)

七(

し
ち)

郎(

ろ)

兵(

べ)

衛(

え)

が
、
城

山
東
側
の
北
上
川
に
私
財
を
投
じ
て
普
請
し
た
橋
で
す
。

こ
の
橋
は
、
藩
主
南
部
利
済(

と
し
た
だ)

が
志
和
稲
荷
の

帰
路
に
長
岡
八
坂
神
社
を
参
拝
す
る
た
め
に
架
け
た
「
御

(

お)

成(

な
り)
橋(
ば
し)

」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

北
上
川
東
西
の
村
や
町
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し

ま
し
た
。
普
請
に
は
郡
山
城
跡
の
石
材
が
利
用
さ
れ
、
擬

宝
珠(

ぎ
ぼ
し)

が
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

水
分
神
社

東(

あ
ず
ま)

根(

ね)

山(

さ
ん)

麓(

ふ
も
と)

の
水
分(
み
ず

わ
け)

神
社
は
、
古
く
は
「
水
分(

み
ず
わ
け)

大
明
神
」

と
呼
ば
れ
、
近
世
初
期
に
用
水
繁
盛
の
た
め
創
建
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
宇(

う)

迦(

か)

之(

の)

御

(

み)

魂(

た
ま
の)

命(

み
こ
と)

」
を
祭
神
と
し
て
、
志
和

稲
荷
・
志
和
古
稲
荷
と
と
も
に
信
仰
の
礎(

い
し
ず
え)

に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
に
祭
神
を
「
水(

み
く)

分

(

ま
り)

之(

の)

神(

か
み)

」
、
さ
ら
に
「
水(

み
ず)

波(

は)

能(

の)

売(

め
の)

命(

み
こ
と)

」
に
書
き
改
め
、
名
実
と

も
に
「
水
分(

み
く
ま
り)

の
里
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

水
飢
饉(

電
気
揚
水)

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
滝
名
川
中
・
下

流
の
旧
赤
石
村
は
、
水
不
足
の
村
と
し
て
全
国
的
に

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
水
不
足
の
対
策
と
し
て
北
上

川
か
ら
の
電
気
ポ
ン
プ
に
よ
る
揚
水(

よ
う
す
い)

事

業
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
電
気
揚
水
に
よ
っ
て
計
画

な
田
植
え
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
山

王
海
ダ
ム
」
の
完
成
に
よ
っ
て
電
気
揚
水
は
そ
の
使

命
を
終
え
ま
し
た
。

樋
爪
館
跡

比
爪
館
は
、
樋
爪
俊
衡(

と
し
ひ
ら)

の
居
館
と
し
て
鎌

倉
幕
府
の
正
史
『
吾(

あ)

妻(

づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
登

場
し
ま
す
。
こ
の
館
は
、
平
泉
藤
原
氏
の
北
方
交
易
を

担
っ
た
志
波
郡
の
政
治
・
行
政
上
の
拠
点
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
館
の
外
側
に
広
が
る
遺
跡
群
は
平
泉
に
匹

敵
し
、
平
泉
関
連
遺
跡
の
中
で
は
最
大
規
模
と
い
わ
れ

ま
す
。
比
爪
館
は
、
奥
州
合
戦
の
際
、
樋󠄀

爪
氏自ら
の

手
で
焼
か
れ
、
そ
の
遺(

い)

構(

こ
う)

は
地
中
に
眠
っ
た

ま
ま
で
す
。

東
根
山

東(

あ
ず
ま)

根(

ね)

山(

さ
ん)

は
、
山(

や
ま)

姿(

す
が
た)

が
台
形
に
似
て
い
る
た
め
「
こ
た
つ
山
」
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。
豊
か
な
湧
水(

ゆ
う
す
い)

を
も
た
ら
す
広
葉
樹
の
森

が
広
が
り
、
周
辺
の
田
園
地
帯
を
潤
し
て
い
ま
す
。
麓

(

ふ
も
と)

に
は
水
分
神
社
の
奥
宮(

お
く
み
や)

が
、
水
田

地
帯
に
は
里
宮(

さ
と
み
や)

が
鎮
座
し
ま
す
。
宮
沢
賢
治

の
親
友
で
あ
る
藤
原
嘉(

か)

藤(

と
う)

治(

じ)

は
、
賢
治

の
理
想
の
村
づ
く
り
の
精
神
を
実
践
す
る
た
め
、
東
根
山

麓
の
開
拓
や
生
活
改
善
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。





来
迎
寺

来
迎
寺(

ら
い
こ
う
じ)

は
、
日
詰
町
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
る

習(

な
ら
い)

町(

ま
ち)

に
建
立
さ
れ
た
浄
土
宗
の
寺
院
で
す
。

す
べ
て
の
仏
・
菩(

ぼ)

薩(

さ
つ)

の
名
前
は
名(

み
ょ
う)

号

(

ご
う)

と
い
わ
れ
ま
す
。
浄
土
門
系
で
は
「
南(

な)

無(

む)

阿(

あ)

弥(

み)

陀(

だ)

仏(

ぶ
つ)

」
を
「
六(

ろ
く)

字(

じ)

の

名
号
」
と
い
い
ま
す
。
「
南
無
」
は
帰
依(

き
え)

を
意
味
し
、

阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
を
表
し
て
い
ま
す
。
来
迎
寺
で
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
か
れ
た
短
冊(

た
ん
ざ
く)

を
北
上

川
に
流
す
「
御(

お)

名(

み
ょ
う)

号(

ご
う)

流(

な
が)

し
」

が
盆
行
事
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

南
部
杜
氏

南
部
杜(

と
う)

氏(

じ)

の
源
流
は
、
近
江
商
人
村
井
権

(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

が
旧
志
和
村
に
伝
え
た
池
田
流
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
坂
池
田
流
の
「
澄(

す)

み
酒
」
の
醸

造
技
術
が
「
権(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

酒
屋
」
に
取
り
入

れ
ら
れ
、
地
元
志
和
郡
の
杜
氏
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

紫
波
町
で
は
、
４
つ
の
酒
蔵
が
「
南
部
流
・
南
部
杜

氏
」
の
伝
統
的
な
造
り
に
、
新
た
な
技
術
や
多
様
な
嗜

(

し)

好(

こ
う)

を
融
合
さ
せ
「
南
部
杜
氏
発
祥
の
地
」
に

ふ
さ
わ
し
い
酒
造
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

蜂
神
社

奥
州
合
戦
の
際
、
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と

も)

は
陣
ケ
岡
蜂(

は
ち)

神
社
に
一
週
間
宿
営
し
た
こ

と
が
『
吾
妻(

あ
づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
記(

し
る)

さ

れ
て
い
ま
す
。
蜂
神
社
は
、
藩
政
時
代
に
は
「
八
幡

堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
期
に
「
蜂
神

社
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。
陣
ケ
岡
丘
陵
の
西
側
遠

方
の
田
園
地
帯
に
は
朱(

し
ゅ)

塗(

ぬ)

り
の
巨
大
な

「
一
の
鳥
居
」
が
瑠
璃(

る
り)

色(

い
ろ)

の
天
に
そ
び

え
建
っ
て
い
ま
す
。

七
仏
薬
師
像

赤
沢
薬
師
堂
に
は
中
尊(

ち
ゅ
う
ぞ
ん)
の
左
右
に
小
さ

な
脇(

わ
き)

尊(

そ
ん)

を
３
体
ず
つ
従
え
た
七
仏
薬
師

像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
廃
寺
に
な
っ
た
蓮(
れ
ん)

花

(

げ)

寺(

じ)

に
安
置
さ
れ
て
い
た
像
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
中
尊
の
高
さ
は
約
1.

3

メ
ー
ト
ル
に
及
び
、

中
尊
と
脇
尊
６
体
の
七
仏
が
ほ
ぼ
制
作
時
の
状
態
を

維
持
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
式
の
例
は
少
な

く
、
紫
波
町
が
全
国
に
誇
る
こ
と
で
き
る
貴
重
な
平

安
仏(

へ
い
あ
ん
ぶ
つ)

と
い
え
ま
す
。

勝
源
院
逆
さ
カ
シ
ワ

勝
源
院(

し
ょ
う
げ
ん
い
ん)

は
、
高
水
寺
城
跡
に
境
内

(
け
い
だ
い)

を
構
え
る
曹
洞
宗(

そ
う
と
う
し
ゅ
う)

の
寺

院
で
す
。
寺
伝
で
は
高
水
寺
斯
波
氏
の
帰
依(

き
え)

を

得
て
開
山
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
花
巻
雄(

ゆ
う)

山(

ざ

ん)

寺(
じ)
の
末
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
ま

す
。
参
道
入
口
に
は
重
厚
・
巨
大
な
山
門
が
そ
び
え
、

二
階
部
分
に
は
十(
じ
ゅ
う)

六(

ろ
く)

羅(

ら)

漢(

か
ん)

像(

ぞ
う)

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
山
門
は
、
江

戸
時
代
末
期
に
南
日
詰
村
の
村
人(

む
ら
び
と)

な
ど
の

寄
進
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
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日
の
輪
・
月
の
輪
形
遺
跡

源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)
・
義
家
父
子
が
安

倍
氏
と
戦
っ
た
前
九
年
合
戦
の
際
、
源
氏
の
旗
に
描
か

れ
た
「
太
陽
と
三
日
月
」
が
月
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
、

陣
ケ
岡
の
池
に
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
勝
利

へ
の
お
告
げ
」
と
確
信
し
た
源
氏
は
、
一
気
に
厨
川(
く

り
や
が
わ
の)

柵(

さ
く)

へ
攻
め
入
っ
た
と
い
う
伝
承
が

あ
り
ま
す
。
合
戦
後
、
源
氏
は
「
日(

ひ)

の
輪
・
月(

つ

き)

の
輪
」
を
象(

か
た
ど)

っ
た
中
島
を
築
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す

日
詰
郡
山
駅

郡
山
は
、
日
詰
町
・
二
日(

ふ
つ
か)

町(

ま
ち)

・
下
町

(

し
も
ま
ち)

の
総
称
で
、
高
水
寺
城
下
を
中
心
に
形

成
さ
れ
た
町(

ま
ち)

場(

ば)

で
し
た
。
盛
岡
と
花
巻
の

中
間
に
位
置
す
る
郡
山
は
、
奥
州
道
中
の
整
備
に

よ
っ
て
宿
駅(

し
ゅ
く
え
き)

が
整
備
さ
れ
る
と
「
郡

山
駅
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
外
来
商
人
や
職
人
が
定

住
し
河
岸(

か
し)

が
整
備
さ
れ
る
と
、
人
の
往
来
や

物
流
も
増
加
し
、
志
和
郡
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の

拠
点
と
し
て
発
展
し
ま
し
た

賢
治
の
歌
碑

日
詰
駅
は
、
日
本
鉄
道
の
駅
と
し
て
開
業
し
た
紫

波
郡
唯
一
の
鉄
道
輸
送
の
玄
関
口
で
し
た
。
人
や

物
資
を
輸
送
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
も
運
ん
で
き
ま
し
た
。
日
詰
駅
は
、
宮
沢
賢

治
の
作
品
の
舞
台
と
な
り
、
構
内
に
は
「
さ
く
ら

ば
な
」
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
賢
治
は
、

近
く
の
五
郎
沼
や
高
水
寺
城
跡
を
題
材
に
し
た
作

品
も
残
し
て
い
ま
す

樋
爪
館
跡

志
波
郡
を
含
む
は
「
奥(

お
く)

六
郡
」
（
胆
沢
・
江

刺
・
和
賀
・
稗
貫
・
志
波
・
岩
手
郡
）
は
、
都
が
あ

る
中
央
か
ら
遠
く
辺
境(

へ
ん
き
ょ
う)

の
地
と
呼
ば
れ
、

胆
沢
郡
と
と
も
に
エ
ミ
シ
勢
力
の
二
大
拠
点
で
し
た
。

比
爪
館
を
中
心
に
築
か
れ
た
文
化
は
、
辺
境
に
位
置

し
な
が
ら
も
平
泉
文
化
を
取
り
入
れ
、
風
土
に
合
わ

せ
た
独
自
の
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
文
化

の
独
自
性
は
、
紫
波
町
の
文
化
の
精
神
的
な
主
軸
に

な
っ
て
い
ま
す
。

志
和
八
幡
宮

志
和
八
幡
宮
の
「
五(

ご)

元
日(

が
ん
に
ち)

」
の
祭
典
は
、

源(

げ
ん)

氏(

じ)

が
前
九
年
合
戦
の
勝
利
を
祝
っ
た
と
す

る
故
事(

こ
じ)

に
由
来
し
、
正
月
５
日
の
未
明
に
「
大
か

が
り
火
」
を
焚(

た)

き
上
げ
る
伝
統
行
事
で
す
。
こ
の
祭

典
で
は
、
南
部
杜(

と
う)

氏(

じ)

の
発
祥
と
さ
れ
る
権

(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

酒
屋
の
蔵
人(

く
ら
び
と)

が
酒
造

り
祈
願
と
し
て
始
め
た
「
裸
参
り
」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

旧
志
和
村
の
伝
統
文
化
や
酒
造
文
化
を
伝
え
る
貴
重
な

民
俗
行
事
と
い
え
ま
す
。

佐
比
内
金
山
の
里

藩
政
時
代
の
佐
比
内
は
、
県
内
屈
指
の
産
金
地
で
し

た
。
諸
国
か
ら
鉱
山
の
技
術
者
な
ど
が
多
数
集
ま
り
、

山
間
地
に
集
落
が
誕
生
し
、
各
地
の
文
化
が
持
ち
込

ま
れ
ま
し
た
。
佐
比
内
の
文
化
に
は
鉱
山
の
繁
栄
や

作
業
の
無
事
を
願
っ
た
鉱
夫
た
ち
の
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
「
か
ら
め
節
」
な
ど
鉱
山
由
来
の
独

自
の
文
化
が
育
ま
れ
、
「
産
金
の
里
」
と
し
て
貴
重

な
鉱
山
文
化
を
伝
え
て
い
ま
す
。

三
社
稲
荷

奥
羽
山
系
の
麓(
ふ
も
と)

に
は
多
く
の
神
社
が
集
積
し
て

い
ま
す
。
志
和
稲
荷
・
志
和
古(

ふ
る)

稲
荷
・
水
分
神
社

は
「
志
和
の
三
社
稲
荷
」
と
呼
ば
れ
、
五
穀
豊
穣
、
無

病
息
災
を
祈
願
す
る
神
社
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
江
戸
時
代
の
民
俗
学
者
菅(

す
が)

江(

え)

真(

ま)

澄

(

す
み)

は
、
多(

た)

具(

ぐ)
那(
な)

川
（
滝
名
川
）
や
志

和
稲
荷
神
社
の
ほ
か
、
志
賀
理
和
気
神
社
・
比
爪
館
・

五
郎
沼
・
走
湯
神
社
な
ど
の
見
聞(
け
ん
ぶ
ん)

内
容
を
旅

行
記
に
記(

し
る)

し
て
い
ま
す

志
和
稲
荷
神
社
・
大
杉

志
和
稲
荷
神
社
は
、
前
九
年
合
戦
の
際
、
源(

み
な
も

と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)

・
義
家
父
子
が
陣
ヶ
岡
に
滞

在
中
に
、
伏(

ふ
し)

見(

み)

稲
荷
神
社
か
ら
神
霊
を
分

(

ぶ
ん)

祀(

し)

し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
境
内(

け
い
だ

い)

に
そ
び
え
る
高
さ
45

メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
12

00

年

余
り
の
大
杉
は
御
神
木
と
さ
れ
、
県
下
一
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
御
神
木
は
、
延
命
長
寿
・
縁
結
び
・
子
孫
繁

栄
に
御(

ご)

利(

り)

益(

や
く)

が
あ
る
と
さ
れ
、
町
内

外
か
ら
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
。

五
郎
沼
経
塚
跡

経
塚(

き
ょ
う
づ
か)

は
、
法(

ほ)

華(

け)

経(

き
ょ
う)

な
ど
の
仏
教
の
経
典(

き
ょ
う
て
ん)

を
後
世
に
残
す

た
め
に
築
か
れ
た
塚
で
す
。
五
郎
沼
周
辺
に
寺
社
が

建
立
さ
れ
る
な
ど
、
極
楽(

ご
く
ら
く)

往
生(

お
う

じ
ょ
う)

を
願
う
人
々
の
供(

く)

養(

よ
う)

の
聖
地
・

霊
場(

れ
い
じ
ょ
う)

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
経
塚
は
、

山
頂
や
神
社
の
境
内
や
境
界
に
築
か
れ
る
こ
と
が
多

く
、
五
郎
沼
経
塚
も
聖
と
俗
の
領
域
を
分
け
る
結
界

の
役
目
が
期
待
さ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。



逆
さ
か

さ
カ か

シ し

ワ わ 

 

逆
さ
か

さ
ガ か

シ し

ワ わ  

枝
え
だ

ぶ
り
不 ふ

思 し

議 ぎ  

勝
し
ょ
う

源
げ
ん

院
い
ん 

熊
野

く

ま

の

神
社

じ
ん
じ
ゃ

佐 さ

比
内
館

ひ
な

い
た

て 

 
 

神
田

じ
ん
で
ん

を
守

ま
も

る
は 

城
し
ろ

か 熊
野

く

ま

の

さ
ん 

 志
和

し

わ

古
稲
荷

ふ
る
い
な
り

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 

杉
す
ぎ

の
洞

ほ
ら 

 

キ
ツ
ネ

き

つ

ね

こ
ん
こ
ん 

 

古
稲
荷

ふ
る
い
な
り 

野
村

の

む

ら

胡
堂

こ

ど

う 

 

銭
形
平
次

ぜ
に
が
た
へ
い
じ 

 

心
こ
こ
ろ

は
彦
部

ひ

こ

べ 

 

江 え

戸 ど

育
そ
だ

ち 

五
郎

ご

ろ

う

沼
ぬ
ま 

 

荘
厳

そ
う
ご
ん

な 

 

浄
土

じ
ょ
う
ど

庭
園

て
い
え
ん 

 
五
郎

ご

ろ

う

沼
ぬ
ま 

長
岡

な
が
お
か

城

跡

じ
ょ
う
あ
と 

 

館
た
て

山
や
ま

に 

    

城
し
ろ

を
築

き
ず

き
し 

      

長
な
が

岡
お
か

氏 し 

志
和

し

わ

稲
荷

い
な

り

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 

茅 ち

の
輪 わ

く
ぐ
り 

 

コ こ

ロ ろ

ナ な

も
退

た
い

散
さ
ん 

  

大
お
お

祓
は
ら

え 

山
屋
館

や
ま
や
た

て

経
塚

き
ょ
う
づ
か 

つ
づ
ら
の
山

や
ま

道
み
ち 

 

経
き
ょ
う

塚
づ
か

四
よ
っ

つ 

 

山
や
ま

屋 や

館
だ
て 

義
経

よ
し
つ
ね

伝
説

で
ん
せ
つ 

伝
説

で
ん
せ
つ

に 

 

馬
う
ま

の
訓
練

く
ん
れ
ん 

赤
沢

あ
か
ざ
わ

郷
ご
う 

舟
久
保

ふ

な

く

ぼ

洞
窟

ど
う
く
つ 

 

洞
窟

ど
う
く
つ

に 

 

快
適

か
い
て
き

生
活

せ
い
か
つ 

 

縄
じ
ょ
う

文
人

も
ん
じ
ん 

さ し す せ そ

た ち つ て と



五
郎
沼

比
爪
館
は
、
役
所
・
寺
院
・
居
館
な
ど
の
機
能
を
も

つ
複
合
的
な
城
館
で
、
そ
の
規
模
・
格
式
は
平
泉
と

比
較
し
て
遜
色
が
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
郎
沼
の
ほ
と
り
に
は
廃
寺
に
な
っ
た
大(

だ
い)

荘

(

し
ょ
う)

厳(

ご
ん)

寺(

じ)

が
境
内
を
構
え
て
い
ま
し

た
。
そ
の
寺
域
に
は
平
泉
の
無(

む)

量(

り
ょ
う)

光

(

こ
う)

院(

い
ん)

と
同
じ
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
を
こ
の

世
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
浄
土
庭
園
の
存
在
が
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

野
村
胡
堂

野
村
胡
堂
胡(

こ)

堂(

ど
う)

の

代
表
作
で
あ
る
『
銭(

ぜ
に)

形(

が
た)

平(

へ
い)

次(

じ)

捕(

と
り)

物(

も
の)

控(

ひ
か
え)

』
は
、
神
田
明
神
下
に

住
む
銭
形
平
次
が
卓
越
し
た
推
理
と
「
投
げ
銭(

ぜ
に)

」

に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る
歴
史
小
説
で
す
。
胡
堂
が

描
く
平
次
の
世
界
は
、
江
戸
を
舞
台
に
し
て
い
ま
す
が

「
弱
い
立
場
に
あ
る
人
を
許
し
、
偽(

ぎ)

善(

ぜ
ん)

者

(

し
ゃ)

を
罰
す
る
」
と
い
う
姿
勢
が
貫(

つ
ら
ぬ)

か
れ
て

い
ま
す
。
農
民
の
子
と
し
て
育
っ
た
彦
部
で
の
苦
楽
体

験
が
原
点
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

志
和
古
稲
荷
神
社

志
和
古(

ふ
る)

稲
荷
神
社
は
、
古
く
は
「
古
稲
荷
さ

ん
」
と
呼
ば
れ
、
志
和
稲
荷
神
社
と
と
も
に
「
志
和
稲

荷
両
社
」
と
し
て
南
部
氏
の
崇
敬
と
保
護
を
受
け
て
き

ま
し
た
。
昭
和
20

年
代
に
御(

ご)

神(

し
ん)

木(

ぼ
く)

の
大
杉
の
空
洞(

く
う
ど
う)

か
ら
「
白
き
つ
ね
」
の
ミ

イ
ラ
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
キ
ツ
ネ
は
稲
荷
の
神
が
こ

の
世
に
見
え
る
形
で
遣(

つ
か)

わ
し
た
「
神
の
使
い
」

と
さ
れ
、
古(

ふ
る)

稲
荷
神
社
は
ア
ニ
メ
の
聖
地
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

佐
比
内
館
跡
・
熊
野
神
社

佐
比
内
館
は
、
遠
野
街
道
沿
い
の
神
田(
じ
ん
で
ん)

に

築
か
れ
た
中
世
城
館
で
す
。
斯
波(

し
ば)
氏
重
臣
の
河

村
氏
が
本
拠
の
大
巻
か
ら
佐
比
内
に
居
館
を
移
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
熊
野
神
社
は
、
佐

比
内
大
峰(

お
お
み
ね)

の
熊
野
権(

ご
ん)

現(

げ
ん)
社

(

し
ゃ)

（
奥
宮
）
を
佐
比
内
館
の
本
丸
跡
に
里
宮
と
し

て
建
立
し
た
も
の
で
す
。
神
田
の
地
名
は
、
神
に
稲

の
初(

は
つ)

穂(

ほ)

を
献
ず
る
御(

お)

神(

み)

田(

た)

が
由
来
か
も
知
れ
ま
せ
ん

逆
ガ
シ
ワ

カ
シ
ワ
は
上
向
き
に
直
立
す
る
性
質
が
あ
り
ま
す
が
、

勝(
し
ょ
う)

源(

げ
ん)

院(

い
ん)

の
カ
シ
ワ
は
直
立
し

て
お
ら
ず
、
地
面
際(

ぎ
わ)

で
四
方
に
枝
分
か
れ
し
て
、

そ
の
ま
ま
地
を
這(

は)

う
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
い
ま

す
。
根
が
枝
に
な
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
枝
ぶ
り
か
ら

「
逆
ガ
シ
ワ
」
の
異(

い)

名(

み
ょ
う)

で
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
昭
和
初
期
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、

紫
波
町
で
は
唯
一
の
国
指
定
の
天
然
記
念
物
で
す

舟
久
保
洞
窟

赤
沢
の
舟
久
保
洞
窟
は
、
石
灰
岩
層
に
で
き
た
横
穴

洞
穴
で
す
。
洞
窟
内
で
は
美
し
い
鍾(

し
ょ
う)

乳

(

に
ゅ
う)

石(

せ
き)

や
石(

せ
き)

筍(

じ
ゅ
ん)

が
見
ら

れ
ま
す
。
縄
文
時
代
後
期
・
晩
期
の
土
器
や
骨

(

こ
っ)

角
器(

か
く
き)

の
ほ
か
、
二
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ

シ
シ
・
ク
マ
な
ど
の
獣(

じ
ゅ
う)

骨(

こ
つ)

が
出
土
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
寒
冷
期
で
も
氷
点
下
に
な
る
こ

と
は
少
な
く
、
縄
文
時
代
で
も
快
適
な
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
た
洞
窟
住
居
跡
で
す
。

義
経
伝
説

源(

み
な
も
と
の)

義(

よ
し)

経(

つ
ね)

が
兄
頼(

よ
り)
朝

(

と
も)

に
宛
て
た
「
腰(

こ
し)

越(

ご
え)

状(

じ
ょ
う)
」

で
は
、
頼
朝
軍
に
加
わ
る
以
前
は
「
辺(

へ
ん)

土(

ど)

遠

国(

お
ん
ご
く)

を
栖(

す)

み
か
」
に
し
た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
赤
沢
で
は
義
経
の
乗
馬
・
武
術
の
訓
練
や
地

元
娘
と
の
恋
物
語
が
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
義
経
が

赤
沢
で
過
ご
し
た
記
録
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
古
く

か
ら
「
義
経
伝
説
」
が
先
人
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て

き
た
歴
史
の
郷(

さ
と)

と
い
え
ま
す
。

山
屋
館
経
塚

山(

や
ま)
屋(
や)

館(

だ
て)

経(

き
ょ
う)

塚(

づ
か)

は
、

赤
沢
山
屋
に
築
か
れ
た
４
基
の
経
塚
で
す
。
経
塚
は
末

法(

ま
っ
ぽ
う)
思
想
の
影
響
を
受
け
、
法(

ほ)

華(

け)

経

(

き
ょ
う)

な
ど
の
経
典
を
後
世
に
残
す
た
め
に
築
か
れ

た
塚
で
す
。
こ
の
経
塚
か
ら
経
典
を
入
れ
る
常
滑(

と
こ

な
め)

産
や
珠(

す)

洲(

ず)
産
の
壺(

つ
ぼ)

が
出
土
し
ま

し
た
。
こ
の
経
塚
は
、
道
路
改
良
工
事
の
際
に
発
見
さ

れ
、
現
在
地
に
移
築
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
紫
波
町
で
は

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
数
少
な
い
経
塚
で
す
。

志
和
稲
荷
神
社

志
和
稲
荷
神
社
の
拝
殿
前
に
は
「
茅(

ち)

の
輪
」
と
呼
ば

れ
る
大
き
な
輪
が
あ
り
ま
す
。
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
を

「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
と
い
い
、
心
身
を
清
め
て
災
厄(

さ

い
や
く)

を
祓(

は
ら)

い
無
病(

む
び
ょ
う)

息
災(

そ
く
さ

い)

を
祈
願
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
行
事
の
起
源
は
『
釈

(

し
ゃ
く)

日(

に)

本(

ほ
ん)

紀(

ぎ)

』
に
引
用
さ
れ
た

「
疫
病(

え
き
び
ょ
う)

が
流
行
し
た
な
ら
、
茅
の
輪
を
腰

に
付
け
る
と
免(

ま
ぬ)

か
れ
る
」
と
い
う
蘇(

そ)

民(

み

ん)

将(

し
ょ
う)

来(

ら
い)

の
逸(

い
つ)

話(

わ)

に
由
来
し

ま
す
。

長
岡
城

長
岡
城
は
、
遠
野
街
道
沿
い
の
東
長
岡
の
館
山(

た
て

や
ま)

に
築
か
れ
た
中
世
長
岡
氏
の
城
館
で
す
。
「
六

日
町
」
の
地
名
は
城
下
市(

い
ち)

の
名
残
で
す
。
近

く
に
は
北
上
川
舟
運(

し
ゅ
う
う
ん)

の
船
着
き
場
が

あ
り
、
小
街
区
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
岡
氏
の
事
績
は
不
明
な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
長

岡
城
は
八
坂
神
社
と
と
も
に
長
岡
の
歴
史
や
文
化
を

物
語
る
文
化
遺
産
と
い
え
ま
す



大
お
お

巻
ま
き

館
だ
て 

 

南
朝

な
ん
ち
ょ
う

の 

 

歴
史

れ

き

し

を
刻

き
ざ

む 

 

河
村

か
わ
む
ら

館
た
て 

新
山

に
い
や
ま 新

山

に
い
や
ま

で
上

う
え

か
ら
眺

な
が

め
る 

紫 し

波 わ

町
ち
ょ
う

を
澄 す

ん
だ 

空
気

く

う

き

と
緑

み
ど
り

の
町
並
み

ま

ち

な

み 

箱
は
こ

清
水

し

み

ず

板
碑
群

い
た
び
ぐ
ん 

 

沼
端

ぬ
ま
ば
た

に 

 

こ
こ
は
霊

場

れ
い
じ
ょ
う 

 

箱
は
こ

清
水

し

み

ず 

赤
沢

あ
か
ざ
わ

白
山

は
く
さ
ん

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 

願
ね
が

い
込 こ

め 

登
の
ぼ

る
二 に

百
ひ
ゃ
く

三
さ
ん

十
じ
ゅ
う

段
だ
ん 

 

白
は
く

山
さ
ん

社
し
ゃ 

須
川

す

か

わ

長
之

ち
ょ
う
の

助
す
け 

 

野 の

の
草

く
さ

を 

旅
た
び

の
土
産

み

や

げ

に 

 
長
之

ち
ょ
う
の

助
す
け 

古
代

こ

だ

い

蓮
は
す 

 

八
は
っ

百
ぴ
ゃ
く

年
ね
ん

眠
ね
む

り 

続
つ
づ

け
て
廻

め
ぐ

り 

里
さ
と

帰
が
え

り
し
た
古
代

こ

だ

い

蓮
は
す 

蜂
は
ち

神
社

じ
ん
じ
ゃ  

日
月

ひ

つ
き

の
水
面

み

な

も

に 

源

頼

義

み
な
も
と
の
よ
り
よ
し

は 

 

「
吉
兆

き
っ
ち
ょ
う

な
り
」
と
喜

よ
ろ
こ

ぶ 

八
坂

や

さ

か

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

古
く

ふ

る

は
、
斯
波

し

ば

氏 し

・ 
南
部

な

ん

ぶ

盛
岡

も
り
お
か

藩
主

は
ん
し
ゅ

の 

崇
す
う

敬
け
い

厚
あ
つ

く
八 や

坂
さ
か

神
じ
ん

社
じ
ゃ 

樋 ひ

爪
館

づ
め
た
て

跡
あ
と 

平
安

へ
い
あ
ん

の 

 

文
化

ぶ

ん

か

を
広
め

ひ

ろ

め

し 

 

樋 ひ

爪
館

つ
め
た
て 

走
そ
う

湯
と
う

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 

奉
納

ほ
う
の
う

す
る
は 

 

鏑
か
ぶ
ら

矢 や

二
本

に

ほ

ん 

 

走
そ
う

湯
と
う

権
現

ご
ん
げ
ん 

な に ぬ ね の

は ひ ふ へ ほ



須
川
長
之
助

名
誉
町
民
須
川
長
之
助
は
、
水
分
下(

し
も)

松
本
出
身

の
植
物
採
集
家
で
す
。
牧(

ま
き)

野(

の)

富(

と
み)

太

(

た)

郎(

ろ
う)

が
命
名
し
た
「
チ
ョ
ウ
ノ
ス
ケ
ソ
ウ
」

の
発
見
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島
の
ほ

ぼ
全
域
の
植
物
を
採
集
し
、
そ
の
標
本
を
ロ
シ
ア
の
植

物
園
に
送
り
続
け
、
世
界
の
植
物
分
類
学
の
発
展
に
多

大
な
功
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
「
チ
ョ
ウ
ノ
ス
キ
ー
」

の
学
名
が
彼
の
功
績
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

赤
沢
白
山
神
社

赤
沢
白
山
神
社
は
、
お
よ
そ
23

0

段
の
階
段
を
昇
り

切
っ
た
音(

お
と)

高
山(

た
か
や
ま)

の
山
頂
に
鎮(

ち
ん)

座(

ざ)

し
ま
す
。
古
く
は
「
白(

は
く)

山(

さ
ん)

宮(

ぐ

う)

」
と
呼
ば
れ
、
一
帯
に
は
蓮(

れ
ん)

花(

げ)

寺(

じ)

が
山
岳
伽(

が)

藍(

ら
ん)

を
構
え
、
多
く
の
平(

へ
い)

安

(

あ
ん)

仏(

ぶ
つ)

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
音
高
山
の

麓(

ふ
も
と)

や
周
辺
に
は
鎌
倉
時
代
の
板
碑
な
ど
が
集

積
す
る
聖
域
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
年
こ
の
聖
域
に

山
城
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

箱
清
水
板
碑
群

史
跡
比
爪
館
跡
が
所
在
す
る
箱(

は
こ)

清(

し)

水(

み
ず)

の

地
名
は
、
名
水
が
湧(

わ)

く
箱(

は
こ)

清
水(

す
ず)

に
由
来

し
ま
す
。
領
主
が
樋
爪
氏
か
ら
斯
波(

し
ば)

氏
に
変
わ
っ
て

も
、
大
荘
厳(

だ
い
し
ょ
う
ご
ん)

寺
の
境
内(

け
い
だ
い)

や

五
郎
沼
周
辺
は
霊
場(

れ
い
じ
ょ
う)

・
聖
地
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
信
仰
を
形
に
表
し
た
供
養(

く
よ
う)

碑(

ひ)

や
経
塚

(

き
ょ
う
づ
か)

が
築
か
れ
ま
し
た
。
五
郎
沼
の
沼
端(

ぬ
ま
ば

た)

で
は
、
不(

ふ)

動(

ど
う)

明(

み
ょ
う)

王(

お
う)

を
絵
画

的
に
線
刻
し
た
不
動
明
王
絵(

え)

像(

ぞ
う)

碑(

ひ)

が
当
時

の
信
仰
の
姿
を
伝
え
て
い
ま
す
。

新
山

新
山(

に
い
や
ま)

山
頂
の
新
山(

に
い
や
ま)

神
社
は
、
古

く
は
「
新
山(

し
ん
ざ
ん)

権
現(

ご
ん
げ
ん)
」
と
呼
ば
れ
、

「
新(

し
ん)

山(

ざ
ん)

寺(

じ)

」
が
別
当
を
務
め
て
い
ま

し
た
。
新
山
に
は
多
く
の
伽(

が)

藍(

ら
ん)

や
坊(
ぼ
う)

舎(

し
ゃ)

が
建
て
ら
れ
た
聖
地
の
た
め
、
盛
岡
藩
は
新

山
を
鎮(

ち
ん)

山(

ざ
ん)

と
位
置
づ
け
、
八
戸
藩
が
成
立

し
て
も
盛
岡
藩
領
と
し
て
掌
握(

し
ょ
う
あ
く)

し
続
け

ま
し
た
。
山
頂
に
は
展
望
台
が
整
備
さ
れ
、
紫
波
扇
状

地
に
広
が
る
散(

さ
ん)

居(

き
ょ)

集
落
、
緑
豊
か
な
田
園

景
観
を
一
望
で
き
ま
す
。

大
巻
館
跡

大
巻
館
は
、
彦
部
館
山(

た
て
や
ま)

に
築
か
れ
た
城
館

で
す
。
鎌
倉
御(

ご)

家(

け)

人(

に
ん)

河
村
氏
の
居
館
で

「
河
村
館
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
大
正
初
期
に
「
大(

た

い)

正(
し
ょ
う)

園(

え
ん)

」
と
し
て
改
修
・
整
備
さ
れ

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
河
村
氏
の
事
績
に
つ
い
て
不
明

な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
南
北
朝(

な
ん
ぼ
く
ち
ょ
う)

時
代
は
公(

く)
家(
げ)

方(

か
た)

の
南
朝
に
与(

く
み)

し
、

室
町
時
代
に
は
志
波
郡
領
主
斯
波(

し
ば)

氏
の
重
臣
と

し
て
佐
比
内
館
を
居
館
に
し
て
い
ま
し
た
。

走
湯
神
社

走(

そ
う)

湯(

と
う)

神
社
は
、
古
く
は

「
走(

そ
う)

湯(

と
う)

大
権
現(

だ
い
ご
ん
げ
ん)

」
と
呼
ば

れ
、
熱(

あ
た)

海(

み)

の
湧(

わ)

き
出
る
霊
湯(

れ
い
と
う)

「
走
り
湯
」
を
神
格
化
し
た
も
の
で
す
。
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と
も)

は
陣
ケ
岡
に
滞
在
し
た
際
、
「
走
湯
権

現
に
奉(

た
て
ま
つ)

る
」
と
称
し
て
鏑(

か
ぶ
ら)

矢(

や)

二

本
を
欅(

け
や
き)

に
射
立
て
た
こ
と
が
『
吾(

あ)

妻(

づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
記(

し
る)

さ
れ
て
い
ま
す
。
頼
朝
に
と
っ

て
伊(

い)

豆(

ず)

山(

さ
ん)

神
社
か
ら
分
祀
さ
れ
た
走
湯
大

権
現
が
遠
方
の
「
比
爪
」
に
あ
っ
た
こ
と
に
感
慨
を
覚
え

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

比
爪
館
跡

平
安
の

文
化
を
広
め
し

比
爪
館

比(

ひ)

爪(

づ
め)

館
は
、
平
泉
藤
原
氏
が
志
波
郡
に

配
置
し
た
北
方
支
配
の
拠
点
で
す
。
比
爪
館
跡
は
、

平
泉
の
都
市
理
念
が
平
泉
以
外
で
展
開
さ
れ
た
数
少

な
い
平
泉
関
連
遺
跡
で
、
「
第
二
の
平
泉
」
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
権
威
と
格
式
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
文
化
的
影
響
は
、
比
爪
館
跡
周
辺
の
関
連
遺
跡
の

ほ
か
、
中
核
部
を
取
り
巻
く
周
縁
の
寺
社
・
経

(

き
ょ
う)

塚(

づ
か)

・
平(

へ
い)

安(

あ
ん)

仏(

ぶ
つ)

な
ど
の
仏
教
遺
産
に
及
ん
で
い
ま
す
。

長
岡
八
坂
神
社

長
岡
八
坂
神
社
は
、
斯
波(

し
ば)

氏
や
南
部
氏
か
ら

崇
敬(

す
う
け
い)
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
藩
主
南
部
利

(

と
し)

直(

な
お)
は
当
社
に
「
牛
頭(

ご
ず)

天
王(

て

ん
の
う)

」
の
社
号
を
与
え
て
保
護
し
、
志
和
稲
荷
社

参
詣
の
帰
路
に
は
必
ず
立
ち
寄
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
明
治
政
府
は
「
天
王
」
と
「
天
皇
」
が
重

な
る
こ
と
を
不
敬
と
し
て
社
名
の
変
更
を
求
め
、

「
牛
頭
天
王
」
か
ら
「
八
坂
神
社
」
に
名
称
を
変
え

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

蜂
神
社

前
九
年
合
戦
の
際
、
源
氏
の
旗
に
描
か
れ
た
「
太
陽

と
三
日
月
」
が
陣
ケ
岡
の
池
の
水
面(

み
な
も)

に
映

し
出
さ
れ
ま
し
た
。
源
氏
は
こ
れ
を
「
勝
利
の
吉

(

き
っ)

兆(

ち
ょ
う)

な
り
」
と
喜
び
、
士
気
を
高
め

一
気
に
厨
川
柵
を
攻
め
安
倍
氏
に
勝
利
し
た
と
い
う

故
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
勝
利
し
た
源
氏
は
、

報
恩
と
し
て
「
日
の
輪
・
月
の
輪
」
を
象(

か
た

ど)

っ
た
中
島
を
築
い
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
ハ
ス

五
郎
沼
の
ハ
ス
池
で
は
、
古
代
ハ
ス
が
夏
季
に
美
し

い
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
こ
の
ハ
ス
は
、
中
尊

寺
金
色
堂
か
ら
発
見
さ
れ
た
種
子
を
現
代
科
学
の
力

に
よ
っ
て
開
花
さ
せ
た
も
の
で
す
。
「
中
尊
寺
ハ

ス
」
と
名
付
け
ら
れ
た
古
代
ハ
ス
は
、
中
尊
寺
か
ら

五
郎
沼
に
株
分
け
さ
れ
ま
し
た
。
八
百
余
年
の
長
い

眠
り
か
ら
覚
め
、
時
空
を
超
え
て
里
帰
り
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。



承
慶

し
ょ
う
け
い

橋
ば
し

跡
あ
と 

 

町
ま
ち

と
村

む
ら 

 

つ
な
ぐ
架 か

け
橋

は
し 

 

承
し
ょ
う

慶
け
い

橋
ば
し 

長
岡

な
が
お
か

八
坂

や

さ

か

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 

村
人

む
ら
び
と

の 

 

信
し
ん

仰
こ
う

厚
あ
つ

き 

 

牛
頭

ご

ず

天
王

て
ん
の
う 

山
王

さ
ん
の
う

海
か
い

ダ
ム

だ

む 

水
み
ず

喧
嘩

げ

ん

か 

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と 

  

山
王

さ
ん
の
う

海
か
い 

陣
ヶ
岡

じ
ん
が
お
か 

 

名
将

め
い
し
ょ
う

の 

  
 

滞
陣

た
い
じ
ん

あ
ま
た 

     

陣
ケ
岡

じ
ん
け
お
か 

食
し
ょ
く

文
化

ぶ

ん

か 

餅
も
ち

振
ふ
る

舞 ま

い 

胡
麻

ご

ま

に
小
豆

あ

ず

き

に 

 
胡
桃

く

る

み

餅
も
ち 

ま み む め も

や ゆ よ わ

東
根
山

あ
づ
ま
ね
さ
ん 

山
や
ま

姿
す
が
た 

 

こ
た
つ
に
似 に

せ
て 

 

東
根
山

あ
づ
ま
ね
さ
ん 

吾
妻

あ
づ
ま

鏡
か
が
み

に
よ
る 

樋ひ

爪
館

づ
め
た
て 

 

由
ゆ
い

緒
し
ょ

知し

る 

 

吾
妻

あ

づ

ま

鏡
か
が
み

に 

 

樋ひ

爪
館

づ
め
た
て 

水
み
ず

飢
饉

き

き

ん 

 
揚
水

よ
う
す
い

の 
静

し
ず

か
に
速

は
や

し 

 

稲
い
ね

植 う

え
る 

水
分

み
ず
わ
け

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

湧 わ

き
出 い

ず
る
水

み
ず 

  

幾
い
く

千
年

せ
ん
ね
ん 

 

水
分

み
く
ま
り

の
里

さ
と 



食
文
化

古
来
、
神
聖
な
食
べ
物
と
さ
れ
て
き
た
「
も
ち
」
は
、

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
五
穀
豊
穣
、
平
安
息
災
を
祈

る
信
仰
と
結
び
つ
き
、
神
仏
に
供
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
季
節
の
行
事
や
人
生
の
節
目
な
ど
、

「
ハ
レ
」
の
日
の
御(

ご)

馳(

ち)

走(

そ
う)

と
し
て
振

舞
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
な
素
材
を
「
も
ち
」

に
絡(

か
ら)

め
る
「
も
ち
食
文
化
」
が
現
代
に
継
承
さ

れ
て
い
ま
す
。

陣
ケ
岡
陣
営
跡

陣
ケ
岡
は
、
古
く
か
ら
交
通
・
軍
事
の
要
地
と
し
て
知
ら

れ
、
坂
上
田
村
麻
呂(

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ)

・
源

(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

義(

よ
し)

・
源
義
家
・
南
部
信(

の

ぶ)

直(

な
お)

・
蒲(

が
も)

生(

う)

氏(

う
じ)

郷(

さ
と)

な
ど

多
く
の
名
将
が
滞
陣(

た
い
じ
ん)

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
奥
州
合
戦
で
は
、
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と

も)

が
陣
ケ
岡
に
一
週
間
滞
在
し
た
こ
と
が
『
吾
妻
鏡
』
に

記(

し
る)

さ
れ
て
い
ま
す
。
陣
ケ
岡
は
、
前
九
年
合
戦
、
奥

羽
合
戦
、
戦
国
期
の
合
戦
な
ど
、
時
代
の
変
革
期
に
登
場

す
る
重
要
な
史
跡
で
す
。

長
岡
八
坂
神
社

長
岡
八
坂
神
社
は
、
か
つ
て
は
「
牛
頭(

ご
ず)

天
王
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
牛
頭
天
王
は
、
疫(

や
く)

病

(

び
ょ
う)

を
広
め
る
疫(

や
く)

病(

び
ょ
う)

神(

が
み)

と
し
て
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
逆
に
こ
れ
を
丁(

て
い)

重(

ち
ょ
う)

に
祀(

ま
つ)

り
鎮(

し
ず)

め
る
こ
と
で
疫

病
を
退
散
さ
せ
る
除
疫
の
神
、
さ
ら
に
は
農
業
神
な

ど
万
能
な
神
と
さ
れ
ま
し
た
。
八
坂
神
社
は
、
長
い

歴
史
と
格
式
が
あ
る
神
社
と
し
て
村
人
か
ら
厚
く
信

仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

山
王
海
ダ
ム

滝
名
川
は
、
志
和
稲
荷
神
社
前
で
本
流
方
と
支
流
方

の
二
つ
の
水
系
に
分
岐
さ
れ
ま
す
。
一
つ
の
用
水
源

を
盛
岡
藩
と
八
戸
藩
で
利
用
す
る
こ
と
か
ら
、
水
系

同
士
の
間
で
悲
惨
な
水
争
い
が
起
こ
り
、
死
者
ま
で

出
し
た
悲
痛
な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
慢
性
的
な
水
不

足
や
水
争
い
は
、
当
時
「
東
洋
一
の
ア
ー
ス
ダ
ム
」

と
い
わ
れ
た
「
山
王
海
ダ
ム
」
の
完
成
に
よ
っ
て
終

止
符
が
打
た
れ
ま
し
た

承
継
橋

承
慶(

し
ょ
う
け
い)

橋(

ば
し)

は
、
幕
末
に
郡
山
の
豪
商

金(
か
ね)

子(

こ)

七(

し
ち)

郎(

ろ)

兵(

べ)

衛(

え)

が
、
城

山
東
側
の
北
上
川
に
私
財
を
投
じ
て
普
請
し
た
橋
で
す
。

こ
の
橋
は
、
藩
主
南
部
利
済(

と
し
た
だ)

が
志
和
稲
荷
の

帰
路
に
長
岡
八
坂
神
社
を
参
拝
す
る
た
め
に
架
け
た
「
御

(

お)

成(

な
り)
橋(
ば
し)

」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

北
上
川
東
西
の
村
や
町
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し

ま
し
た
。
普
請
に
は
郡
山
城
跡
の
石
材
が
利
用
さ
れ
、
擬

宝
珠(

ぎ
ぼ
し)

が
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

水
分
神
社

東(

あ
ず
ま)

根(

ね)

山(

さ
ん)

麓(

ふ
も
と)

の
水
分(
み
ず

わ
け)

神
社
は
、
古
く
は
「
水
分(

み
ず
わ
け)

大
明
神
」

と
呼
ば
れ
、
近
世
初
期
に
用
水
繁
盛
の
た
め
創
建
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
宇(

う)

迦(

か)

之(

の)

御

(

み)

魂(

た
ま
の)

命(

み
こ
と)

」
を
祭
神
と
し
て
、
志
和

稲
荷
・
志
和
古
稲
荷
と
と
も
に
信
仰
の
礎(

い
し
ず
え)

に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
に
祭
神
を
「
水(

み
く)

分

(

ま
り)

之(

の)

神(

か
み)

」
、
さ
ら
に
「
水(

み
ず)

波(

は)

能(

の)

売(

め
の)

命(

み
こ
と)

」
に
書
き
改
め
、
名
実
と

も
に
「
水
分(

み
く
ま
り)

の
里
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

水
飢
饉(

電
気
揚
水)

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
滝
名
川
中
・
下

流
の
旧
赤
石
村
は
、
水
不
足
の
村
と
し
て
全
国
的
に

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
水
不
足
の
対
策
と
し
て
北
上

川
か
ら
の
電
気
ポ
ン
プ
に
よ
る
揚
水(

よ
う
す
い)

事

業
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
電
気
揚
水
に
よ
っ
て
計
画

な
田
植
え
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
山

王
海
ダ
ム
」
の
完
成
に
よ
っ
て
電
気
揚
水
は
そ
の
使

命
を
終
え
ま
し
た
。

樋
爪
館
跡

比
爪
館
は
、
樋
爪
俊
衡(

と
し
ひ
ら)

の
居
館
と
し
て
鎌

倉
幕
府
の
正
史
『
吾(

あ)

妻(

づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
登

場
し
ま
す
。
こ
の
館
は
、
平
泉
藤
原
氏
の
北
方
交
易
を

担
っ
た
志
波
郡
の
政
治
・
行
政
上
の
拠
点
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
館
の
外
側
に
広
が
る
遺
跡
群
は
平
泉
に
匹

敵
し
、
平
泉
関
連
遺
跡
の
中
で
は
最
大
規
模
と
い
わ
れ

ま
す
。
比
爪
館
は
、
奥
州
合
戦
の
際
、
樋󠄀

爪
氏

自

ら
の

手
で
焼
か
れ
、
そ
の
遺(

い)

構(

こ
う)

は
地
中
に
眠
っ
た

ま
ま
で
す
。

東
根
山

東(

あ
ず
ま)

根(

ね)

山(

さ
ん)

は
、
山(

や
ま)

姿(

す
が
た)

が
台
形
に
似
て
い
る
た
め
「
こ
た
つ
山
」
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。
豊
か
な
湧
水(

ゆ
う
す
い)

を
も
た
ら
す
広
葉
樹
の
森

が
広
が
り
、
周
辺
の
田
園
地
帯
を
潤
し
て
い
ま
す
。
麓

(

ふ
も
と)

に
は
水
分
神
社
の
奥
宮(

お
く
み
や)

が
、
水
田

地
帯
に
は
里
宮(

さ
と
み
や)

が
鎮
座
し
ま
す
。
宮
沢
賢
治

の
親
友
で
あ
る
藤
原
嘉(

か)

藤(

と
う)

治(

じ)

は
、
賢
治

の
理
想
の
村
づ
く
り
の
精
神
を
実
践
す
る
た
め
、
東
根
山

麓
の
開
拓
や
生
活
改
善
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
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史
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来
迎
寺

来
迎
寺(

ら
い
こ
う
じ)

は
、
日
詰
町
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
る

習(

な
ら
い)

町(

ま
ち)

に
建
立
さ
れ
た
浄
土
宗
の
寺
院
で
す
。

す
べ
て
の
仏
・
菩(

ぼ)

薩(

さ
つ)

の
名
前
は
名(

み
ょ
う)

号

(

ご
う)

と
い
わ
れ
ま
す
。
浄
土
門
系
で
は
「
南(

な)

無(

む)

阿(

あ)

弥(

み)

陀(

だ)

仏(

ぶ
つ)

」
を
「
六(

ろ
く)

字(

じ)

の

名
号
」
と
い
い
ま
す
。
「
南
無
」
は
帰
依(

き
え)

を
意
味
し
、

阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
を
表
し
て
い
ま
す
。
来
迎
寺
で
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
か
れ
た
短
冊(

た
ん
ざ
く)

を
北
上

川
に
流
す
「
御(

お)

名(

み
ょ
う)

号(

ご
う)

流(

な
が)

し
」

が
盆
行
事
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

南
部
杜
氏

南
部
杜(

と
う)

氏(

じ)

の
源
流
は
、
近
江
商
人
村
井
権

(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

が
旧
志
和
村
に
伝
え
た
池
田
流
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
坂
池
田
流
の
「
澄(

す)

み
酒
」
の
醸

造
技
術
が
「
権(

ご
ん)

兵(

べ)

衛(

え)

酒
屋
」
に
取
り
入

れ
ら
れ
、
地
元
志
和
郡
の
杜
氏
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

紫
波
町
で
は
、
４
つ
の
酒
蔵
が
「
南
部
流
・
南
部
杜

氏
」
の
伝
統
的
な
造
り
に
、
新
た
な
技
術
や
多
様
な
嗜

(

し)

好(

こ
う)

を
融
合
さ
せ
「
南
部
杜
氏
発
祥
の
地
」
に

ふ
さ
わ
し
い
酒
造
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

蜂
神
社

奥
州
合
戦
の
際
、
源(

み
な
も
と
の)

頼(

よ
り)

朝(

と

も)

は
陣
ケ
岡
蜂(

は
ち)

神
社
に
一
週
間
宿
営
し
た
こ

と
が
『
吾
妻(

あ
づ
ま)

鏡(

か
が
み)

』
に
記(

し
る)

さ

れ
て
い
ま
す
。
蜂
神
社
は
、
藩
政
時
代
に
は
「
八
幡

堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
期
に
「
蜂
神

社
」
と
改
称
し
て
い
ま
す
。
陣
ケ
岡
丘
陵
の
西
側
遠

方
の
田
園
地
帯
に
は
朱(

し
ゅ)

塗(

ぬ)

り
の
巨
大
な

「
一
の
鳥
居
」
が
瑠
璃(

る
り)

色(

い
ろ)

の
天
に
そ
び

え
建
っ
て
い
ま
す
。

七
仏
薬
師
像

赤
沢
薬
師
堂
に
は
中
尊(

ち
ゅ
う
ぞ
ん)
の
左
右
に
小
さ

な
脇(

わ
き)

尊(

そ
ん)

を
３
体
ず
つ
従
え
た
七
仏
薬
師

像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
廃
寺
に
な
っ
た
蓮(
れ
ん)

花

(

げ)

寺(

じ)

に
安
置
さ
れ
て
い
た
像
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
中
尊
の
高
さ
は
約
1.

3

メ
ー
ト
ル
に
及
び
、

中
尊
と
脇
尊
６
体
の
七
仏
が
ほ
ぼ
制
作
時
の
状
態
を

維
持
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
式
の
例
は
少
な

く
、
紫
波
町
が
全
国
に
誇
る
こ
と
で
き
る
貴
重
な
平

安
仏(

へ
い
あ
ん
ぶ
つ)

と
い
え
ま
す
。

勝
源
院
逆
さ
カ
シ
ワ

勝
源
院(

し
ょ
う
げ
ん
い
ん)

は
、
高
水
寺
城
跡
に
境
内

(
け
い
だ
い)

を
構
え
る
曹
洞
宗(

そ
う
と
う
し
ゅ
う)

の
寺

院
で
す
。
寺
伝
で
は
高
水
寺
斯
波
氏
の
帰
依(

き
え)

を

得
て
開
山
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
花
巻
雄(

ゆ
う)

山(

ざ

ん)

寺(
じ)
の
末
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
ま

す
。
参
道
入
口
に
は
重
厚
・
巨
大
な
山
門
が
そ
び
え
、

二
階
部
分
に
は
十(
じ
ゅ
う)

六(

ろ
く)

羅(

ら)

漢(

か
ん)

像(

ぞ
う)

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
山
門
は
、
江

戸
時
代
末
期
に
南
日
詰
村
の
村
人(

む
ら
び
と)

な
ど
の

寄
進
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
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