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藩
政
時
代
に
は
久
万
、
川
瀬
地
区
は
松
山
藩
に
属
し
、
父
二
峰
地
区
及
び
下
野
尻

は
大
洲
藩
に
領
さ
れ
て
い
た
。
府
県
政
が
敷
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
初
年
に
父

二
峰
地
区
及
び
下
野
尻
も
小
田
郷
と
と
も
に
上
浮
穴
郡
政
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
更
に
町
村
合
併
に
よ
り
現
久
万
町
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
情
、
風
習
と
も
に
違
い
が
あ
り
、
年
中
行
事
も
異
な
る
点
が
多

い
。
(
旧
町
村
別
あ
る
い
は
大
字
地
区
ご
と
の
年
中
行
事
を
集
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
は
大
字
地
区
名
も
削
除
す
る
こ
と
に
し
た
)

な
お
、
明
治
三
〇
年
ご
ろ
よ
り
太
陽
暦
が
用
い
ら
れ
、
幾
分
年
中
行
事
の
中
に
も

そ
れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
は
も
っ
ぱ
ら
太
陽
暦
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
記
載
す
る
も
の
は
す
べ
て
太
陰
暦
に
よ
る
。
し
か
し

今
日
で
は
一
月
遅
れ
の
太
陽
暦
で
実
施
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

一

月

1

若
水
汲
み

そ
の
年
の
恵
方
に
歳
徳
神
が
座
す
の
で
、
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
井
戸
の
水
を
汲

み
上
げ
る
。
こ
の
行
事
は
必
ず
男
に
限
ら
れ
て
い
て
、
た
い
て
い
は
家
長
が
こ
れ
に

あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
水
を
汲
む
際
に
は
、
松
明
を
つ
け
て
井
戸
に
い
き

「
福
汲
む
、
徳
汲
む
、
幸
い
汲
む
。
万
の
宝
汲
み
取
っ
た
」
と
高
唱
し
一
定
の
容
器

に
い
れ
る
。
若
水
を
神
様
に
供
え
、
家
族
を
起
こ
し
て
洗
面
用
、
煮
物
用
、
炊
事
用

と
し
て
使
い
初
め
を
す
る
。
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正月のかざり

地
区
に
よ
っ
て
は
、

正
月
三
日
間
若
水
汲

み
の
行
事
を
行
う
と

こ
ろ
も
あ
る
。

女
の
腰
が
暖
ま
る

の
は
年
中
で
正
月
の

朝
だ
け
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
元
旦

に
限
っ
て
は
男
が
炊
事
万
般
を
整
え
た
後
、
妻
子
を
起
こ
し
、
新
し
い
年
を
迎
え
る

の
が
普
通
の
家
庭
の
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
た
。

2

正

月

礼

元
旦
の
朝
、
家
族
は
そ
ろ
っ
て
家
長
に
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
し
、
全
員
で
拝
礼
を

す
る
。
干
柿
、
ミ
カ
ン
を
神
前
よ
り
お
ろ
し
て
い
た
だ
き
、
お
神
酒
を
拝
受
し
て
年

間
の
幸
福
を
祈
る
。
ま
た
家
長
や
家
族
は
礼
装
で
氏
神
に
詣
で
る
。

組
内
の
門
札
と
い
っ
て
、
知
己
、
友
人
の
家
を
回
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
は

朔

の
日
は
外
出
を
せ
ず
、
家
長
や
男
子
の
回
礼
に
備
え
て
酒
肴
の
準
備
に
あ
た
る
。

中
流
の
家
庭
で
は
、
お
か
ん
酒
用
と
し
て
斗
檜
一
個
、
ブ
リ
の
う
す
塩
も
の
、
数

の
子
な
ど
を
用
意
す
る
。
更
に
、
豆
腐
、
こ
ん
に
ゃ
く
を
自
家
製
造
し
、
刺
身
、
焼

き
魚
、
煮
付
け
、
つ
ま
み
も
の
、
汁
、
餅
、
な
ど
用
意
し
て
回
礼
を
待
っ
た
も
の
で

あ
る
。

3

仕
事
始
め
の
行
事

木
の
伐
り
初
め
。
二
日
の
朝
「
明
き
方
」

に
あ
た
る
山
に
行
き
、
松
、
サ
ン
ジ
、

ネ
ズ
ギ
ま
た
は
、
ナ
ラ
の
木
な
ど
を

「
明
き
方
」

に
む
か
っ
て
倒
し
て
持
ち
帰
り
、

一
六
五
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お
神
酒
を
供
え
て
山
の
神
を
拝
し
、
木
よ
り
起
こ
る
災
難
免
れ
の
祈
願
を
す
る
。
そ

の
年
に
普
請
の
計
画
が
あ
れ
ば
家
に
使
う
木
一
本
を
添
え
て
持
ち
帰
る
と
こ
ろ
が
多

ヽ

°

-
V

藁
細
工
の
仕
事
初
め
。
ゴ
ム
、
革
な
ど
の
乏
し
い
時
代
に
は
、
履
物
を
は
じ
め
、

農
業
用
具
に
も
藁
製
品
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
自
家
製
品
を
使
用
す

る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
藁
製
品
は
、
農
家
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な

も
の
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
草
履
・
わ
ら
じ
・
牛
馬
の
く
つ
や
駄
馬
用
の
綱
・
田

型
に
つ
け
る
綱
・
負
い
縄
な
ど
の
作
り
初
め
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
製
品
に
も
お

神
酒
を
供
え
た
。
マ
ニ
ラ
麻
、
ゴ
ム
製
品
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
大
正

年
間
か
ら
だ
ん
だ
ん
こ
の
行
事
も
す
た
れ
て
き
た
。

四
日
の
い
わ
れ
と
行
事
。
こ
の
日
は
、
暦
の
上
で
不
浄
日
で
あ
る
と
さ
れ
、
朝
、

門
松
に
ご
飯
を
供
え
る
。

ま
た
、
「
な
い
ぞ
め
」
と
い
い

「
銭
通
し
」
を
作
り
、
神
前
に
供
え
る
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
。

4

ご
祈
寵
初
め

医
薬
の
恩
恵
に
浴
し
得
な
い
時
代
の
産
物
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
も
の
に
、

「
禁
厭
祈
藤
」
と
い
う
行
事
が
そ
こ
そ
こ
に
行
わ
れ
て
い
た
。

三
日
に
は
、
お
目
得
ち
と
い
っ
て
、
各
組
に
あ
る
「
て
ん
の
ん
き
ん
」
、
「
あ
た
ご

さ
ん
」
な
ど
に
酒
肴
を
持
ち
よ
り
無
病
息
災
を
祈
願
し
た
。

5

七
日
簡
保

こ
の
日
は
、
七
草
が
ゆ
を
食
う
と
元
気
に
な
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
餅
を
い
れ
た

七
草
雑
炊
を
た
い
て
神
仏
に
供
え
る
と
と
も
に
食
う
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た
。

6

お
か
ざ
り
あ
げ

一
〇
日
又
は
一
五
日
、
こ
の
日
を

お
か
ざ
り
あ
げ
と
い
い
、
幸
い
木
は

新
木
に
し
、
お
か
ざ
り
は
取
り
除
き
、

焼
く
か
、
川
へ
流
し
た
。

7

鬼
の
コ
ン
ゴ

一
六
日
に
は
、
各
組
で
そ
れ
ぞ
れ

会
堂
な
ど
一
定
の
場
所
に
集
合
し
て
、

ご
祈
繭
初
め

(
年
仏
の
ロ
明
け
と
も
い

う
)
が
あ
り
、
み
ん
な
で
大
き
さ
約

五
〇
非
ソ
く
ら
い
の
円
型
の
藁
製
ク
ツ

片
足
を
造
り
、
組
境
の
道
路
や
谷
を

鬼のコンゴ

渡
し
て
頭
上
高
く
縄
で
つ
る
し
、
そ
れ
に
一
升
炊
き
(
二
八
㍑
)

の
米
の
飯
を
つ

め
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
違
う
が
味
噌
や
大
根
づ
げ
を
添
え
、
こ
れ
を
鬼
の
弁
当
と
し

た
。
こ
の
行
事
に
よ
っ
て
、
今
年
中
は
組
内
に
は
鬼
が
一
切
入
ら
な
い
し
、
更
に
組

内
に
い
る
鬼
も
「
弁
当
を
持
っ
て
逃
げ
て
行
く
」
と
い
う
も
の
ら
し
か
っ
た
。

こ
の
行
事
も
昭
和
に
入
っ
て
だ
ん
だ
ん
薄
れ
、
今
で
は
ご
く
一
部
の
地
域
で
行
わ

れ
て
い
る
。

8

二
〇
日
正
月

遊
芸
稼
ぎ
人
・
雇
わ
れ
人
・
乞
食
な
ど
は
、
よ
う
や
く
暇
に
な
っ
た
、
二
〇
日
に

正
月
祝
い
を
す
る
。
ま
た
一
般
で
も
改
め
て
餅
を
つ
き
と
も
に
祝
う
な
ら
わ
し
が

あ
っ
た
。
特
に
こ
の
日
は
、
ひ
も
じ
い
め
を
み
な
い
日
と
も
い
わ
れ
た
。

ま
た
、
麦
は
め
と
い
っ
て
、
田
に
行
き
、
「
麦
が
よ
う
で
き
た
」
と
は
め
る
こ
と
を



行
う
地
区
も
あ
っ
た
。

9

そ
の
他
娯
楽
に
関
達
し
行
事
の
ご
と
く
訪
れ
る
も
の

一
月
中
に
は
、
行
事
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
た
か
も
行
事
の
ご
と
く
訪
れ
る
も
の

に
、
獅
子
舞
い
、
人
形
芝
居
(
阿
波
よ
り
七
人
連
れ
)
伊
予
万
才
(
松
山
溝
辺
よ
り
六
人
連

れ
)
浪
花
節
語
り
(
三
味
線
弾
き
と
も
に
四
人
く
ら
い
)
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
わ
た

り
歩
い
て
み
ん
な
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。
一
月
は
雪
の
下
で
も
あ
り
、
屠
蘇
気
分

に
包
ま
れ
て
明
け
暮
れ
る
楽
し
い
休
養
の
月
と
も
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も

時
代
の
移
り
変
わ
り
に
つ
れ
、
こ
れ
ら
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

二

月

1

二
月
入
り
の
朔

朔
ほ
ど
の
月
で
も
大
切
な
日
と
さ
れ
て
い
た
。
特
に
二
月
入
り
の
朔
は
、
灯
明

を
上
げ
て
神
を
ま
つ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
白
米
飯
を
炊
き
神
社
参
り
を
し
て
一
日
休

養
す
る
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。

2

節

分

三
日
の
節
分
に
は
、
竹
を
割
っ
た
先
へ
、
タ
ラ
の
木
と
イ
ワ
シ
の
焼
き
頭
を
刺
し

添
え
て
藁
で
縛
っ
た
も
の
(
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉
を
添
え
る
地
区
も
あ
る
)
を
表
入
口
の
軒
下

に
釘
で
打
ち
つ
け
た
。
こ
れ
は
「
鬼
の
目
突
き
」
と
い
っ
て
、
「
こ
れ
で
わ
が
家
に
は

鬼
が
人
ら
ん
」
と
安
心
す
る
な
ら
わ
し
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
タ
ラ
の
木

を
小
さ
く
割
り
、
そ
れ
に
ネ
ズ
ミ
の
ハ
ナ
サ
シ
の
葉
を
は
さ
ん
で
、
鍋
な
ど
を
つ
る

す
自
在
か
ぎ
や
窯
な
ど
に
お
い
て
鬼
の
く
る
の
を
防
い
だ
。
今
で
も
一
部
に
は
残
っ

て
い
る
。

な
お
、
こ
の
日
に
豆
を
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉
や
杉
葉
の
火
で
い
り
(
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉
を
豆
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の
中
に
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
)

ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
で
混
ぜ
る
。
い
り
豆
を
神
前
に
供
え
、

明
き
方
か
ら

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
呼
び
な
が
ら
ま
き
始
め
、
鬼
を
締
め
出
し
て

戸
を
閉
め
る
。
ま
た
、
自
分
の
年
の
数
と
同
数
の
豆
を
食
い
、
年
間
の
健
康
を
祈
る
。

さ
ら
に
、
厄
年
に
当
た
る
者
は
、
夜
陰
に
、
豆
を
紙
に
包
ん
で
人
に
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
に
、
四
辻
に
お
く
と
厄
が
免
れ
る
も
の
と
信
じ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
行
事
は
今
で
も
続
け
て
い
る
家
が
多
い
。

ま
た
、
い
ろ
り
の
熱
灰
の
中
に
一
二
粒
の
豆
を
い
れ
、
豊
凶
や
天
候
を
占
う
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
の
大
豆
を

「
月
豆
」
と
呼
び
、
そ
の
豆
の
焼
け
方
で

「
何
月
は
風
が

あ
る
」

「
早
生
が
良
い
」

と
か

「
今
年
は
秋
が
よ
い
」

と
か
い
わ
れ
た
。

な
お
、
豆
ま
き
を
し
て
残
っ
た
豆
は
初
雷
ま
で
残
し
て
お
く
と
雷
が
落
ち
な
い
と

い
う
の
で
、
大
切
に
し
ま
っ
て
お
く
風
習
が
あ
る
。

三

月

-

桃

の
節
供

三
日
は
、
桃
の
節
供
で
ヨ
モ
ギ

や
各
種
の
色
粉
(
五
穀
の
色
を
表
す

と
い
わ
れ
る
)

を
混
入
し
て
餅
を

つ
き
、
板
状
に
延
ば
し
て
菱
形
に

切
り
、
そ
れ
を
重
ね
て
お
雛
様
に

供
え
る
。
三
月
の
節
供
は
、
女
の

節
供
で
女
の
子
の
生
ま
れ
た
家
へ

は
嫁
の
里
や
近
親
者
又
は
懇
意
な

人
々
か
ら
お
雛
様
が
贈
ら
れ
る
。

ひなまつり
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巻
ず
し
や
お
煎
り
な
ど
を
お
神
酒
と
と
も
に
供
え
て
祝
う
。
翌
四
日
は
、
「
ひ
な
あ

ら
し
」
と
い
っ
て
一
家
そ
ろ
っ
て
弁
当
を
携
え
て
花
見
に
山
へ
い
く
。
若
者
や
世
も

ち
の
男
子
は
家
々
を
回
る
風
習
が
あ
っ
た
。
子
供
が
だ
ん
だ
ん
成
長
し
て
い
く
に
つ

れ
て
、
お
雛
様
を
飾
ら
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
縁
遠
く
な
る
な
ど
と
い
わ
れ
、
年
に

一
度
は
必
ず
お
雛
様
を
飾
っ
て
い
た
。

2

祈

年

祭

陽
春
に
入
り
各
種
作
物
の
播
種
時
期
と
な
る
と
、
各
神
社
で
農
作
物
の
豊
作
を
祈

願
す
る
た
め
の
祭
典
が
行
わ
れ
る
。
今
年
播
種
す
る
種
子
を
神
社
に
持
参
し
、
豊
作

を
祈
る
。
こ
の
行
事
は
上
旬
に
行
わ
れ
て
い
た
。
今
も
な
お
、
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。

3

お
大
師
さ
ま
の
日

二
一
日
ほ
お
大
師
さ
ま
の
日
と
い
い
、
菅
生
山
大
宝
寺
、
海
岸
山
岩
屋
寺
で
は
盛

大
な
法
要
が
行
わ
れ
る
。
当
日
は
ほ
と
ん
ど
の
家
の
者
は
両
寺
い
ず
れ
か
に
お
参
り

を
す
る
。
両
寺
の
沿
道
に
は
数
十
の
露
店
が
出
さ
れ
市
が
立
つ
。
見
世
物
・
の
ぞ

き
・
浪
曲
師
が
く
る
な
ど
に
ぎ
や
か
な
時
代
も
あ
っ
た
。
近
郷
近
在
か
ら
も
参
詣
者

が
押
し
か
け
、
そ
れ
に
四
国
遍
路
も
多
数
参
拝
に
つ
め
か
け
、
に
ぎ
や
か
で
混
雑
を

極
め
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
ご
ろ
か
ら
し
だ
い
に
さ
び
れ
て
は
き
た
が
、
大

行
事
の
一
つ
と
し
て
今
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
日
の
前
後
は
、
四
国
八
八
か
所
の
巡
拝
者
が
最
も
多
く
通
る
の
で
、

両
寺
の
沿
道
で
は
こ
れ
ら
の
人
々
に
、
お
接
待
と
い
っ
て
、
お
す
し
・
餅
・
赤
飯
・

草
履
・
わ
ら
じ
な
ど
を
ふ
る
ま
い

「
お
大
師
さ
ま
に
お
っ
と
め
が
で
き
た
」
と
喜
ぶ

風
習
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
大
正
に
な
っ
て
衰
え
戦
時
中
以
降
は
全
く
見
ら
れ
な
く

な
っ
た
。

一
六
八

4

お
彼
岸
の
墓
参
り

一
八
日
よ
り
二
四
日
ま
で
を
お
彼
岸
と
い
っ
て
、
遠
く
他
府
県
に
勤
め
や
働
き
に

行
っ
て
い
る
者
も
帰
省
し
、
椿
を
携
え
て
先
祖
の
お
墓
参
り
を
す
る
。
一
七
日
ま

で
に
墓
掃
除
を
す
ま
せ
橋
を
立
て
、
神
式
で
は
榊
を
供
え
、
先
祖
の
霊
を
慰
め
る
。

ま
た
、
他
家
に
嫁
い
で
い
る
も
の
も

「
お
彼
岸
や
し
な
い
」

と
い
っ
て
実
家
に
行
き
、

先
祖
の
墓
に
お
参
り
す
る
。
は
た
も
ち
な
ど
を
作
っ
て
持
っ
て
い
き
、
先
祖
の
霊
前

に
供
え
る
。
こ
の
よ
う
な
行
事
を
通
し
て
祖
先
崇
拝
の
気
持
ち
が
培
わ
れ
た
。
秋
の

彼
岸
に
も
墓
参
り
が
行
わ
れ
る
。

四

月

1

お
釈
迦
さ
ま
の
日

四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
ま
れ
た
日
で
お
寺
参
り
を
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
持

参
し
た
ビ
ン
な
ど
の
い
れ
も
の
に
甘
茶
を
も
ら
っ
て
か
え
る
。
人
間
は
も
と
よ
り
家

畜
に
ま
で
与
え
る
。
ま
た
家
の
周
囲
に
も
ま
い
て
虫
(
蛇
)
よ
げ
と
し
た
。

2

大
般
若
経

農
作
物
の
播
種
期
で
、
害
虫
等
の
駆
逐
を
す
る
と
い
わ
れ
る
大
事
な
行
事
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

各
組
で
は
、
日
を
決
め
て
大
般
若
経
の
ご
祈
霜
を
行
う
。
二
櫨
の
般
若
経
を
出
席

し
た
組
員
が
交
互
に
に
な
い
一
軒
一
軒
を
回
っ
て
百
万
遍
の
読
経
を
し
、
数
珠
を

繰
っ
て
歩
き
田
畑
や
家
を
回
っ
て
次
の
組
に
引
き
つ
ぐ
。
そ
の
さ
し
ず
を
山
伏
に
属

す
る
堂
守
が
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
行
事
も
大
正
末
期
か
ら
中
止
さ
れ

た
所
が
多
く
な
っ
た
。



月

1

端
午
の
簡
保

五
日
は
端
午
の
節
供
と
い
い
、
男
児
の
生
ま
れ
た
家
は
鯉
の
ぼ
り
を
立
て
て
祝
う
。

主
に
嫁
の
実
家
、
近
親
者
や
知
己
よ
り
鯉
の
ぼ
り
が
お
く
ら
れ
る
。
ま
た
英
雄
や
よ

ろ
い
か
ぶ
と
な
ぜ
勇
ま
し
い
染
め
抜
き
の
絵
の
ぼ
り
な
ど
が
お
く
ら
れ
、
と
も
ど
も

に
立
派
な
男
児
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
。
こ
の
日
は
家
内
中
仕
事
を
休
ん
で
白
米
飯

を
炊
き
、
柏
餅
を
作
っ
て
祝
う
。

な
お
こ
の
日
は
、
菖
蒲
と
萱
と
よ
も
ぎ
を
束
ね
、
屋
根
の
上
に
投
げ
上
げ
た
り
、

菖
蒲
湯
に
は
い
っ
た
り
、
頭
や
腰
な
ど
に
菖
蒲
を
巻
い
た
り
し
て
無
病
息
災
を
願
っ

た
。

シ
ョ
ウ
ブ
、
ヨ
モ
ギ
、
カ
ヤ
は
と
も
に
根
強
く
繁
茂
す
る
植
物
で
、
特
に
シ
ョ
ウ

ブ
は
武
家
時
代
に
は
勝
負
に
強
い
と
い
っ
て
尊
ば
れ
た
と
い
う
。
屋
根
も
草
屋
根
し

か
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
菖
蒲
や
萱
の
よ
う
に
強
く
あ
れ
と
い
う
こ
と
で
投
げ
上

げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
今
な
お
行
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。

六

月

1

お
さ
ん
ば
い
さ
ん
と
さ
な
ぼ
り
祝
い

田
植
え
が
始
ま
る
と
き
、
準
備
の
で
き
た
田
の
面
に
苗
束
を
お
い
て

「
お
さ
ん
ば

い
さ
ん
」

を
お
ろ
す
。
干
柿
や
い
り
こ
・
か
き
も
ち
な
ど
を
供
え
て
山
の
神
に
田
に

お
り
て
い
た
だ
く
わ
け
で
あ
る
。

田
植
え
が
終
わ
っ
た
晩
に
酒
肴
、
ぼ
た
も
ち
、
す
し
な
ど
を
つ
く
っ
て
さ
な
ぼ
り

祝
い
を
行
う
。

第
四
章
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おさんばいさん

2

植
え
つ
け
ご
も
り

一
家
、
又
は
近
所
と
共
同
で
、
酒
肴
を
持
参
し
て
氏
神
さ
ま
へ
一
日
お
こ
も
り
を

し
豊
作
の
祈
願
を
す
る
。
組
に
よ
っ
て
は
付
近
の
お
堂
で
行
う
。

3

田

休

み

組
内
で
田
植
え
が
す
む
と
中
休
み
と
い
う
の
を
行
い
、
全
員
が
仕
事
を
休
み
慰
労

す
る
。
な
お
大
休
み
と
い
っ
て
大
字
地
区
全
体
が
日
を
決
め
て
休
む
。
今
で
は
中
休

み
は
な
く
、
大
休
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

月

1

石
鎚
山
祭
り

昔
よ
り
各
組
に
一
か
所
の
常
夜
灯
が
あ
っ
て
、
輪
番
で
灯
明
を
上
げ
て
い
た
。
灯

明
台
に
は
、
天
・
金
・
石
の
三
文
字
が
掘
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
照
大

神
・
金
刀
比
羅
宮
・
石
鎚
大
権
現
の
頭
文
字
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
で

は
石
鎚
山
へ
登
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
ま
で
に
信
仰
し
て
い
た
。

男
子
が
一
五
歳
に
な
る
と

「
お
山
登
り
は
す
ま
せ
た
か
」

と
尋
ね
合
う
く
ら
い
で

一
六
九
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あ
っ
た
。

毎
年
七
月
一
日
が
お
山
開
き
で
一
〇
日
ま
で
開
山
さ
れ
る
。
登
山
者
は
、
一
週
間

に
わ
た
り
毎
夕
方
、
先
達
が
法
螺
貝
を
吹
い
て
念
仏
を
唱
え
つ
つ
七
五
三
縄
を
張
り
、

用
水
で
身
体
を
清
め
る
。
そ
の
行
を
遂
げ
た
者
だ
け
に
登
山
資
格
が
で
き
る
と
い
う

厳
重
な
掟
が
あ
っ
た
。
な
お
魚
類
は
食
わ
な
い
こ
と
、
身
に
積
れ
の
な
い
こ
と
な

ど
の
掟
が
あ
り
、
こ
れ
を
破
っ
た
者
は
お
山
で
放
り
と
は
さ
れ
る
と
い
う
訓
戒
が

あ
っ
た
。
こ
れ
を
守
っ
て
登
山
し
石
鎚
大
権
現
に
お
参
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
年
代
に
入
っ
て
は
こ
の
難
行
も
ほ
と
ん
ど
や
め
ら
れ
、
一
部
の
者
に
な
っ
た
。

2

七

夕
祭
り

七
日
は
星
祭
り
と
も
い
わ
れ
、
里
芋
の
葉
の
露
を
採
っ
て
、
そ
れ
で
墨
を
す
り
、

色
紙
に
天
の
川
・
七
夕
・
銀
河
・
牽
牛
・
織
姫
な
ど
と
書
き
、
今
年
竹
の
笹
に
ぶ

一
七
〇

入
る
と
家
の
前
に
施
餓
鬼
旗
を
こ
の
月
中
立
て
る
。

「
新
盆
」
と
い
い
、
一
四
日
に
は
新
仏
を
お
ま
つ
り
す
る
。
近
親
者
や
近
所
の
家

で
は
米
一
升
(
一
・
人
㍑
)
と
そ
う
め
ん
な
ど
を
持
っ
て
行
き
霊
を
ま
つ
る
。

4

お

盆

(
第
一
〇
章
「
信
仰
形
態
」
参
照
)

一
四
日
に
は
百
八
灯
を
行
う
。

迎
え
火
と
し
て
先
祖
の
墓
前
で

「
松
明
」

を
明
か
し
お
が
ら
を
焚
く
。
迎
え
火
の

こ
と
を

「
仏
迎
え
」

と
い
う
。
所
に
よ
っ
て
は
、
家
の
近
く
に
灯
明
を
上
げ
て
仏
さ

ま
に
帰
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。

仏
壇
は
一
四
日
ま
で
に
、
、
、
、
ソ
ハ
ギ
(
ソ
ウ
ハ
ギ
)
、
ク
ズ
葉
、
笹
、
里
芋
な
ど
を

飾
っ
て
整
え
、
先
祖
を
お
ま
つ
り
す
る
。

一
六
日
又
は
一
七
日
に
は
、
盆
踊
り
を
大
字
地
域
ご
と
に
行
う
。
所
に
よ
っ
て
は
、

七夕笹飾り

ら
さ
げ
て
縁
側
に
立
て
る
。
祭
壇
を

作
り
西
瓜
、
南
瓜
、
キ
ュ
ウ
リ
な
ど

を
供
え
、
大
き
な
鉢
に
水
を
た
め
て

七
夕
の
お
祭
り
を
す
る
。

墓
掃
除
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家

中
を
清
掃
し
先
祖
の
霊
を
ま
つ
る
。

こ
の
日
は
川
で
泳
げ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
翌
日
に
は
七
夕
の
笹

な
ど
を
取
り
払
い
付
近
の
川
に
流
す
。

3

新

盆

一
四
日
か
ら
三
日
間
、
仕
事
を
休

む
。
新
仏
の
あ
る
家
で
は
、
七
月
に

数珠とほら貝

盆
踊
り
と
と
も
に
若
い
衆
が
の
ぼ
り

を
か
つ
い
で
歩
く
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

5

土
用
入
り
の
お
祭
り

七
月
二
〇
日
の
土
用
入
り
の
日
に
、

お
堂
又
は
組
長
の
家
に
組
員
が
全
部

集
ま
り
、
鐘
太
鼓
に
合
わ
せ
て

「
南

無
阿
弥
陀
」

を
繰
り
返
し
念
仏
を
唱

え
つ
つ
数
珠
を
繰
る
。
一
日
に
一
万

回
繰
り
終
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
数
珠
の
玉
は
チ
ナ

イ
の
木
で
で
き
て
お
り
、
そ
の
数
は
、

三
六
五
で
一
年
の
日
数
に
等
し
い
。



こ
れ
を
綴
る
綱
は
麻
製
で
、
長
さ
約
一
三
㍍
あ
り
、
こ
の
輪
を
繰
る
た
め
に
一
回
転

約
二
〇
分
間
を
要
す
る
。
近
年
で
は
一
〇
〇
回
く
ら
い
で
や
め
、
酒
を
飲
ん
で
解
散

し
て
い
る
。
こ
れ
は
夏
に
お
こ
る
悪
病
を
払
い
無
病
息
災
を
祈
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。6

施

餓

鬼
(
第
一
〇
章
「
信
仰
形
態
」
参
照
)

七
月
一
日
、
又
は
二
五
日
と
地
域
に
よ
っ
て
、
多
少
異
な
る
が
、
こ
の
日
は
、
お

寺
で
故
人
の
霊
を
慰
め
る
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
。
新
盆
の
あ
る
家
で
は
外
に
施

餓
鬼
旗
(
盆
旗
)
を
立
て
る
。
な
お
一
日
に
風
祭
り
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

ま
た
、
山
の
神
祭
り
も
し
て
酒
を
飲
む
。
特
に
明
神
地
区
で
は
施
餓
鬼
と
と
も
に
、

各
戸
よ
り
一
名
ず
つ

「
ウ
チ
ワ
」

を
も
っ
て
寺
に
集
ま
り
、
輪
に
な
っ
て

「
口
説

き
」

と
い
う
音
頭
に
合
わ
せ
て
仏
前
で
踊
り
を
す
る
。
こ
の
踊
り
も
明
治
三
〇
年
ご

ろ
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
。

で
あ
る
。

こ
の
日
は
ま
だ
硬
く
な
ら
な
い
稲
を
刈
り
、
籾
を
煎
っ
て

「
ヤ
グ
ラ
」

で
つ
き
焼

き
米
を
つ
く
っ
て
供
え
食
料
に
す
る
。
今
で
も
ぼ
つ
ぼ
つ
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

月

月

1

八
朔
祝
い
日

一
日
を
八
朔
と
い
い
、
神
話
を
し
て
稲
作
の
豊
穣
を
祈
る
こ
と
が
行
事
と
し
て

行
わ
れ
た
。
ま
た
、
神
社
に
よ
っ
て
は
奉
納
相
撲
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、

大
正
に
入
っ
て
自
然
に
や
め
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
現
在
で
は
こ
の
行
事
も
行
わ
れ
て

い
な
い
。

2

お
社
日
の
焼
き
米
つ
く
り

お
社
日
は
春
秋
二
回
あ
る
。
春
(
新
暦
三
月
二
五
日
)

の
お
社
日
に
は
、
恵
比
須
さ

ま
に
弁
当
を
つ
く
っ
て
野
山
に
行
っ
て
い
た
だ
く
。
秋
の
お
社
日
に
そ
の
お
礼
と
し

て
、
「
こ
ん
な
に
よ
く
で
き
ま
し
た
」
と
恵
比
須
さ
ま
に
感
謝
す
る
。
こ
れ
が
お
社
日

第
四
章
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山
の
神
の
例
祭
(
第
一
〇
章
「
信
仰
形
態
」
参
照
)

山
の
神
の
祭
り
は
、
奇
数
月
の
九
日
に
行
わ
れ
る
が
、
九
月
九
日
は
例
祭
日
と
し

て
多
く
の
地
区
で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
は
、
材
木
商
・
製
材
業
・
炭
焼

き
な
ど
林
産
業
に
よ
っ
て
生
活
す
る
も
の
は
こ
と
ご
と
く
休
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
元
締

の
所
に
集
ま
り
、
酒
肴
を
取
り
か
ま
え
て
盛
大
に
山
の
神
祭
り
を
行
う
。
な
お
、
山

に
関
係
の
少
な
い
一
般
の
人
々
も
山
に
は
絶
対
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
た
。
素
人

相
撲
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

こ
の
日
の
夜
、
山
の
神
の
火
祭
り
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
山
林
の
害

虫
と
か
獣
類
を
駆
逐
す
る
と
い
う
意
味
で
、
地
域
の
人
た
ち
が
、
松
明
二
把
を
作
っ

て
一
把
に
火
を
つ
け
奥
山
の
山
の
神
ま
で
行
き
、
境
内
で
残
り
の
一
拍
に
火
を
つ
け

て
火
勢
を
あ
げ
山
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
帰
る
。

こ
れ
ら
の
行
事
も
大
正
に
入
っ
て
中
止
さ
れ
た
。
今
で
も
、
山
の
神
の
す
き
な
粟

飯
を
炊
い
て
供
え
る
家
が
あ
る
。

一
〇

月

1

亥
の
子
祭
り

年
に
よ
っ
て
は
、
一
〇
月
の
亥
の
日
が
、
二
回
か
三
回
あ
る
。
各
家
で
は
都
合
の

一
七
一
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亥の子まつり足踏脱穀機と千歯

よ
い
日
に
、
餅
を
つ
い
て
亥
の
子
祭
り

を
す
る
。
田
植
え
を
始
め
る
と
き
、

「
お
さ
ん
ば
い
さ
ん
お
ろ
し
」

を
や
り
、

「
お
さ
ん
は
い
さ
ん
、
ぎ
ょ
う
は
田
植

え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
亥
の
子
の

と
き
に
は
も
ん
て
く
だ
さ
い
。
お
餅
を

つ
い
て
祝
い
ま
す
。
」

と
い
っ
て
祈
っ

て
い
る
の
で
、
恵
比
須
さ
ま
に
お
神
酒

を
供
え
て
お
祭
り
を
す
る
。

こ
の
日
、
夕
方
か
ら
藁
を
束
ね
て

「
い
の
こ
」

を
つ
く
り
、
子
ど
も
ら
が

家
々
を
つ
い
て
ま
わ
る
。
そ
の
お
礼
と

し
て
お
金
や
餅
を
も
ら
う
。

2

鎌
上
げ
祭
り

稲
刈
り
が
す
む
と
、
そ
の
晩
に
は
鎌

を
全
部
集
め
て
灯
明
を
あ
か
し
、
ご
飯

を
炊
い
て
さ
し
上
げ
礼
拝
す
る
。

3

千
歯
上
げ
祭
り

稲
こ
ぎ
機
械
が
で
き
る
ま
で
は
、
千

歯
を
使
用
し
て
稲
を
こ
い
だ
。
鎌
と
同

様
に
お
神
酒
や
ご
飯
を
供
え
て
千
歯
祭

り
を
し
た
。

秋 祭 り

一
七
二

一
一

月

1

氏
神
の
祭
り

(
第
九
章
「
芸

能
伝
承
」

参
照
)

一
日
か
ら
三
日
に
わ
た
り
氏
神
様

の
祭
り
が
行
わ
れ
た
。
一
日
日
は
お

か
ぐ
ら
と
い
っ
て
、
各
神
社
で
鈴
神

楽
を
奏
し
、
荘
厳
な
祭
典
を
行
う
。

大
正
一
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
、
郡
内

の
神
官
が
集
ま
っ
て
本
神
楽
が
奉
納

さ
れ
て
い
た
。

二
日
目
に
は
、
神
輿
渡
御
が
あ
り
、

早
朝
各
神
社
か
ら
神
輿
が
出
さ
れ
各
地
域
を
巡
回
す
る
。
こ
れ
と
と
も
に
獅
子
舞
い
、

ね
り
が
お
旅
所
で
行
わ
れ
る
。
夕
方
に
は
神
輿
の
宮
入
り
を
し
、
獅
子
舞
い
・
ね
り

な
ど
を
夜
遅
く
ま
で
行
う
。

三
日
目
は
う
ら
つ
け
(
お
祭
り
の
翌
日
)
と
い
っ
て
神
輿
は
で
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お

宮
で
は
、
獅
子
舞
い
や
ね
り
が
行
わ
れ
た
。
今
で
は
、
獅
子
舞
い
・
ね
り
と
も
に
中

止
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
二

月

1

暮
れ
勘
定

ど
こ
の
組
で
も
昔
か
ら
近
隣
の
助
け
あ
い
の
生
活
が
行
わ
れ
て
い
た
。
各
種
共
同

作
業
の
出
歩
の
過
不
足
・
租
税
公
課
・
個
人
の
貸
借
・
頼
母
子
講
の
勘
定
な
ど
一
年



中
の
総
決
算
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
今
年
の
反
省
が
行
わ
れ
た
り
、
来
年
の
計
画
な
ど

が
立
て
ら
れ
た
り
す
る
。
組
で
は
組
長
、
大
字
で
は
総
代
が
中
心
と
な
っ
て
総
決
算

が
行
わ
れ
る
。

大
字
の
総
決
算
は
、
組
長
や
役
員
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

2

お
正
月
を
迎
え
る
た
め
の
準
備

○
薪
炭
を
山
よ
り
取
り
寄
せ
、
正
月
の
準
備
と
冬
籠
り
に
備
え
る
。

○
精
米
、
梗
米
を
つ
い
て
精
白
す
る
。
ど
の
家
で
も
精
米
所
の
な
い
間
は
、
精
白

に
す
る
た
め
や
ぐ
ら
や
水
車
で
つ
い
て
い
た
。

○
正
月
用
酒
魚
及
び
衣
料
の
取
り
構
え
。

○
神
棚
仏
壇
等
の
大
掃
除
及
び
家
中
の
掃
除
。

○
餅
つ
き
、
お
重
ね
餅
を
つ
く
と
と
も
に
あ
ん
入
り
餅
を
は
じ
め
、
水
餅
と
い
っ
て

あ
ん
を
い
れ
な
い
餅
を
つ
く
る
。
水
餅
が
乾
く
と
、
瓶
や
桶
に
水
を
い
れ
て
そ
れ

に
つ
け
る
。
水
(
寒
水
が
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
)
が
腐
ら
な
い
う
ち
に
入
れ
か
え

る
。
そ
う
す
る
と
五
月
の
田
植
え
ご
ろ
ま
で
貯
え
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
農
家
に

ょ
っ
て
は
農
繁
期
ま
で
大
事
な
食
糧
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
農
家
で
は
、
二
̃

三
俵
(
七
二
̃
一
五
〇
㍑
)
く
ら
い
つ
く
家
が
多
か
っ
た
。

○
正
月
用
お
飾
り
、
し
め
縄
作
り
を
す
る
。
大
晦
日
に
は
正
月
の
門
飾
り
と
い
っ
て

門
松
を
立
て
る
。
二
八
日
こ
ろ
、
芯
の
あ
る
勢
い
の
良
い
若
松
と
こ
れ
に
似
合
い

の
竹
を
添
え
、
門
口
の
土
を
掘
り
、
あ
る
い
は
白
砂
を
盛
り
、
そ
れ
に
つ
き
立
て

た
り
、
木
を
割
っ
て
束
ね
た
り
し
て
そ
れ
に
立
て
る
。
こ
の
門
松
に
は
、
七
五
三

縄
を
張
り
渡
し
、
そ
の
縄
の
中
央
部
に
橙
・
若
葉
・
山
草
を
つ
り
下
げ
て
門
飾

り
を
す
る
。
こ
の
門
飾
り
も
明
治
三
八
年
ご
ろ
よ
り
派
手
に
な
り
、
良
木
の
濫
伐

と
な
る
の
で
大
正
五
年
ご
ろ
か
ら
こ
れ
を
自
粛
し
ょ
う
と
い
う
申
し
合
わ
せ
を
し

第
四
章

年
中
行
事

た
所
も
あ
る
。

○
そ
の
ほ
か
、
お
飾
り
と
い
っ
て
一
㍍
く
ら
い
の
七
五
三
縄
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
ふ

た
つ
に
折
り
曲
げ
先
を
円
め
て
、
上
部
に
葉
の
つ
い
た
橙
・
山
草
・
若
葉
を
つ
け

る
。
そ
れ
を
入
口
を
は
じ
め
、
お
水
神
さ
ま
お
荒
神
さ
ま
な
ど
大
事
な
所
に
飾
っ

て
正
月
を
迎
え
る
準
備
を
す
る
。

3

諸
道
具
納
め

一
か
年
中
使
用
し
た
農
工
用
具
な
ど
を
、
一
定
の
所
に
手
入
れ
を
し
て
ま
と
め
、

お
神
酒
を
供
え
て
感
謝
し
、
お
飾
り
を
し
て
正
月
を
迎
え
る
。
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