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成
羽
吹
屋
の
里
を

訪
ね
て

後
藤
　
匡
史

快
晴

に
恵
ま
れ
た
九
月

の
例
会
は
、
岡

山
県
川
上
郡
成
羽
町
と
吹
屋
ふ
る
さ
と
村

で
あ
る
。

こ
こ
は
江
戸
時
代
中
期

の
頃
よ
り
弁
柄
が

生
産
さ
れ
又
銅
山
経
営
と
相
ま

っ
て
繁
昌

し
た
所
で
あ

っ
た
。

本
目
の
担
当
は
会
長
と
副
会
長

の
田
口
氏

で
あ

っ
た
が
田
口
氏
が
用
事

の
為

ニ
ワ
カ

仕
立
の
説
明
を
求
め
ら
れ
、
戦
国
時
代
成

羽
三
村
氏
と
関
係

の
あ

っ
た
水
野
勝
成

の

こ
と
や
芳
井
正
霊
山
城
主
藤
井
能
登
守
皓

玄
を
折

り
こ
ん
で
話
せ
ば
バ
ス
は
丁
度
、

正
霊
山
城

の
横
を
走
り
抜
け
て
い
た
。

川
上
郡
に
は
い

っ
て
か
ら
か
誰
か
が
突
然

ア
ッ
ー
木

口
小
平

の
家
だ

ッ
と
叫
ん
だ
。

何
ん
と
道

の
左
側
山

の
中
腹

に
木

口
小
平

生
家
と
書

い
て
あ
る
で
は
な
い
か
。

こ
の
人
こ
そ
誰
あ
ろ
う
、
あ

の
日
露
戦
争

の
時
死
ん
で
も
ラ

ッ
パ
を
離

し
ま
せ
ん
と

戦
前
で
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
人
で
あ
る
。

其

の
後
バ
ス
は
成
羽

の
町
に
は
い
っ
て
最

初

に
資
料
館

に
行
き
、
こ
こ
で
は
倉
敷
大

原
美
術
館
創
設

の
大
原
孫

三
郎

に
依
頼
さ

れ
て
絵
画

の
収
集
に
あ
た

っ
た
成
羽
出
身

で
洋
画
家

の
児
島
虎
次
郎

の
絵

や
美
術
品

を
見
て
、
こ
こ
か
ら
出
崎
氏
の
鶴
首
山
城

跡
下

の
館
跡
、
そ
し
て
今
日
の
メ
イ
ン
の

ベ
ン
ガ
ラ
の
里
、
西
江
邸
で
は
、
石
州
瓦

と
自
壁
が
印
象
に
残
り
国

の
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
指
定

の
ベ
ン
ガ
ラ
格

子
の
家
が
建
ち
並
ぶ
吹
屋
ふ
る
さ
と
村

で

は
、
お
の
お
の
が
ウ
ド

ン
や
ソ
バ
に
舌
鼓

を
う
ち
、
お
み
や
げ
を
買

っ
て
午
後
か
ら

は
広
兼
邸

へ
い

っ
た
。
こ
こ
は
映
画
八
ツ

墓
村

の
ロ
ケ
が
行
な
わ
れ
た
所
で
前

の
茶

店

の
所
に
シ

ョ
ー
ケ
ン
こ
と
萩
原
建

一
、

藤
岡
た
く
や
、
下
条
正
己
、
小
川
真
由
美

等

の
記
念
写
真
が
は

っ
て
あ

っ
た
。

こ
の
広
兼
邸
は
西
江
邸
と
対
象
的

に
そ
の

豪
か
い
な
石
垣
と
桜
門
を
配
し
て
城
郭
と

見
ま
が
う
様
な
造
り
は
富
と
財
力

に
も

の

を
云
わ
せ
た
富
豪
を
偲
ば
れ
る
に
十
分
で

あ
る
。
中
に
は
い
る
と
封
建
時
代
そ

の
ま

ま
の
配
置
が
し
て
あ

っ
た
が
、
そ

の
中
で

御
手
洗

の
場
所

で
は
日
本
人

の
慣
性
が
造

ら
し
め
た
水
琴
窟
が
こ
し
ら
え
て
あ
り
、

水
を
流
す
と
、
か
す
か
に
キ
ー
ン
、

コ
ー

ン
、
カ
ー

ン
と
音
が
し
て
江
戸
時
代

の
風

流

に
し
た

っ
た
。
そ
し
て
最
後

に
ベ
ン
ガ

ラ
エ
場
跡
を
見
て
か
ら
、
帰

り
は
備
中
高

梁

の
方

へ
廻

っ
て
、
高
梁
で
は
幼
君
勝
久

を
擁
し
て
尼
子
家
再
興
を
計

っ
た
が
合

の

渡
し
で
討
ち
死
に
し
た
山
中
鹿
之
介

の
胴

塚
が
向
う
岸

に
見
え
、
細
川
た
か
し
が
矢

切

の
渡
し
、
山
中
鹿
之
介
が
合

の
渡
し

「
何
ん
ち

ゃ
っ
て

」
と
云
え
ば

一
同
大
爆

笑
、
そ
れ
で
も
輛
の
静
観
寺

の
首
塚
は
知

っ
て
い
た
が
今
ま
で
胴
塚
が
ど
こ
に
あ
る

か
知
ら
な
か

っ
た
が
、
や

っ
と
わ
か

っ
た

と
云

っ
て
く
れ
た
時
は
泣
く

に
も
笑
え
ん

ほ
ど
う
れ
し
か

っ
た
。

そ
れ
か
ら
途
中
、
矢
掛

の
脇
本
陣

や
本
陣

は
只
今
修
理
中
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
夕

や
み
迫
ま
る
三
百
十
三
号
線
を

一
路
バ

ス
は
西

へ
向

か
い
福
山

の
駅
に
着

い
た
頃
は
、

ス
ッ
カ
リ
夜

の
と
ば
り
は
お

り
て
家
路

に
急
ぐ
足
音
を
残
し
な
が
ら
別

れ
た
。

一
句秋

の
日
や

ベ
ン
ガ
ラ
格
子
に

人

の
群

吹
屋
記
行

九
月
例
会
参
加
し
て

末
森
　
清
司

吹
屋
ふ
る
里
村
と
間
く
と
ベ
ン
ガ
ラ
格

子
の
古

い
町
屋
が
並
ぶ
風
情
あ
る
文
化
財

の
あ
る
町
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
ぶ
が
、

私
は
江
戸
時
代
か
ら

べ
ん
が
ら
と
い
う
赤

色

の
粉
を
製
造
し
て
い
た
所
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が

つ
よ
い
。
九
月
例
会
は
こ
の
吹
屋

探
訪
と
の
事
で
早
々
と
参
加
希
望
、
何
と

か
三
〇
名

の
中
に
す

べ
り
こ
む
事
が
出
来

た
。当

日
は
こ
れ
以
上
の
好
天
は
な
い
と
い

う
位

の
初
秋

の
澄
切

っ
た
空

の
下
、
全
員

三
〇
名
を
の
せ
た

マ
イ
ク

ロ
バ
ス
は
備
中

路
を
行
く
。

今
月

の
案
内
役
は
神
谷
会
長
、
毎
度

の

名
調
子
で
要
所
要
所

の
説
明
は
的
を
射

て

見
事
な
も

の
。

最
初

の
見
学
地
鶴
首
城
跡

の
あ
る
成
羽

町
、
中
世
山
城

の
ふ
も
と
に
こ
じ
ん
ま
り

と
し
た
町
、
こ
の
成
羽
町

の
文
化

セ
ン
タ

ー
の
博
物
館

・
美
術
館
は
美
事
な
も

の
で

博
物
館

に
は
古
代

エ
ジ
プ
ト

・
ギ
リ
シ
ャ

の
美
術
品
が
づ
ら
り
と
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

美
術
館

に
は
こ
の
町
出
身

の
児
島
虎
次

郎
画
伯

の
す
ば
ら
し
い
絵
画
が
づ
ら
り
…
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久
々
に
参
加
さ
れ
た
会

の
長
老
加
藤
先

生
が

一
言
、

「
こ
ん
な
山
奥

の
小
さ
な
町
に
す
ば
ら
し

い
美
術
品
が
あ
る
な
ん
て
…
…

」
と
感
心

さ
れ
て
い
た
。

こ
の
紅
鶴
首
城
跡

の
ふ
も
と
に
あ
る
山
崎

氏

の
御
殿
跡

の
石
垣
を
み
て
成
羽
を
あ
と

に
す
る
…
…
。

成
羽
川
に
沿

っ
て
谷
あ
い
の
道
を
ゆ
く
ま

わ
り
は
ぼ

つ
ば

つ
黄
金
色

に
変

り
つ
ゝ
あ

る
稲
田
、

の
ど
か
な
田
舎
道
を

ぬ
っ
て
吹

屋

へ
。

吹
屋
は
ホ
ン
ト
に
べ
ん
が
ら
格
子

の
町

並
が
道
を
は
さ
ん
で
並
び
素
晴
し
い
風
情

だ
。
時
今
日
は
好
天
で
観
光
客
が
多
く
少

し
ざ
わ

つ
い
て
い
る
の
が
気
に
な

っ
た
が

こ
れ
は
仕
方
な
い
事
…
…
。

こ
の
吹
屡
に
は
西
江
邸
と
広
兼
邸

の
ふ
た

つ
の
豪
邸
が
あ
り
早
速
見
学
し
た
が
、
銅

山
と
べ
ん
が
ら
で
富
を
築

い
て
建
て
た
だ

け
あ

っ
て
ど
ち
ら
も
み
ご
と
な
家
で
あ
る
。

共

に
江
戸
時
代

の
建
物
と
の
事

で
文
化
財

と
し
て
も
立
派
な
も

の
、
私
は
時

々
感
心

し
き
り
だ

っ
た
。
吹
屋
で
の
最
後

の
見
学

地
は
べ
ん
が
ら
工
場

で
あ
る
。
こ
の
べ
ん

が
ら
工
場
昔

の
ま

ゝ
の
製
造
工
程
を
そ

っ

く
り
復
元
し
た
も

の
で
べ
ん
が
ら
を
作
る

工
程
が
そ

っ
く
り
見
学
出
来
大
変
勉
強
に

な

っ
た
。
水
車
を
利
用
し
て
歯
車
を
組
合

せ
て
作
ら
れ
た
か
く
は
ん

の
設
備
等
は
仲

々
の
も

の
で
当
時

の
仕
事

ぶ
り
が
分

り
勉

強

に
な

っ
た
。

べ
ん
が
ら
は
私

の
仕
事
に
大
変
か

ゝ
わ

り
が
あ
り
塗
料

の
原
料

の
ひ
と

つ
着
色
剤

と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
そ
れ
だ
け
に
昔
は

ど
の
様
に
し
て
作

っ
て
い
た
の
か
知

り
た

か

っ
た
事
だ
け
に
意
義
深
い
も
の
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
想

い
を
残
し
吹
屋
を
あ
と

に
し
て
六
時
過
ぎ
全
員
無
事
福
山
に
帰
り

着
き
ま
し
た
が
、
又

一
度
ゆ

っ
く
り
味
わ

っ
て
み
た
い
今
日

一
日

の
行
程
で
し
た
。

皆
様
本
当

に
ご
く
ろ
う
様
。

〓
一口
　
め
ず
ら
し
く
こ
の
度
は
若

い
方

の

参
加
が
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
案
内
役

の

神
谷
会
長
　
有
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

美
作
路
を
後
に
し
て

種
本
　
　
実

小
雨

の
中
、
バ
ス
が
福
山
市
内

に
帰
る

と
、
明
日
か
ら

の
仕
事

の
事

や
家
族

の
事

な
ど
が
急
に
浮
ん
で
く
る
。

同
じ
バ
ス
で
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
、
同
じ

飯
を
食

い
、
同
じ
宿
に
泊

り
、
飲
ん
で
歌

い
、
又
励
し
合

っ
て
登

っ
た
山
城
等

々
こ

の
二
日
間
、
本
当

に
楽
し
い
旅
が
で
き
た

こ
と
を
喜
ん
で
い
ま
す
。

帰
宅
す
る
と
、
祭

の
今
日
、
子
供
み
こ

し
と
共

に
町
内
を
歩

い
た
二
児
と
妻

に
囲

ま
れ
て
旅
広

の
話
と
、
祭

の
話
と
、
み
や

げ

の
餞
頭
で
茶
を
飲
み
ま
し
た
。
家
族

っ

て
い
い
も

の
で
す
ネ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
説
明
役

の
田
口
さ
ん
、

後
藤
さ
ん
他
皆
さ
ん
の
内
容

の
濃
い
話
に

今
回
も
感
嘆
、
そ
し
て
酒
を
欠
か
せ
な
い

Ｓ
さ
ん
、
最
後
ま
で

マ
イ
ク
に
口
づ
け
の

三
原

の
Ｓ
さ
ん
、

い
づ
れ
も
当
会
が
誇
る

一
騎
当
千

の
兵
ぞ
ろ
い
、
本
当
に
ご
苦
労

様
で
し
た
。

さ
て
、

二
日
目
に
神
谷
会
長
か
ら
仏
教

に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
私
は
耳

立
て
て
拝
聴
し
ま
し
た
。
と

い
う

の
も
、

最
近
に
な

っ
て
年

の
せ
い
か
我
家

の
お
寺

や
仏
教
に
関
心
が
で
て
き
た
の
で
す
。

お
寺

の
出
来
は
地
域

の
歴
史

に
重
り
、

″
心

の
時
代
″
と
い
わ
れ
る
今
日
、
仏
教

各
宗
派

の
歴
史
、
教
え
を
学
ぶ
こ
と
は
豊

か
な
心

の
糧

に
も
な
り
ま
す
。

当
会
で
も
お
寺
と
仏
教

に
つ
い
て
市
民
に

啓
蒙
で
き
る
場
を
設
け
て
ほ
し
い
と
願
う

も
の
で
す
。

‥

一
泊
例
会
に

参
加
し
て
…

岩
川
　
豊
子

去
る
十
月
十
日
、
十

一
日
と
、

こ
の
会

に
入
会
し
て
初
め
て
旅
行

に
参
加
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

院
庄

イ
ン
タ
ー

ヘ
着
く
迄
は
、
恥

か
し
な

が
ら
殆
ど
眠

っ
て
お
り
ま
し
た
。
作
楽
神

社
で
は
、
パ

ッ
チ
リ
と
目
覚
め
広

い
境
内

を
の
ん
び
り
と
歩
き
ま
し
た
。
津
山
城
で

は
、
昼
食

に
と
て
も
美
味
し
い
お
弁
当
を

頂
き
大
満
足
で
し
た
。
城
と
い
っ
て
も
建

物
ら
し
き
跡
は
残

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
石
垣

の
雄
大
さ
に
は
驚
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
想
像
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
は

立
派
な
城
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
今
私
が
登

っ
て
い
る
石
段
を
誰

か
が
登
り
、
私
が
立

っ
て
い
る
同
じ
場
所

に
誰
か
が
立

っ
て
い
た
。
そ

の
時

か
ら
今

日
迄
歴
史
は
確
実

に
続
い
て
い
る
ん
だ
な

あ
と
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
し
た
。
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私
は
、
そ
ん
な
気
分

に
浸
る
の
が
何
故
か

と
で
も
好
き
な
の
で
す
。
桜

の
木
も
多
く

て
、
今
度
は
お
花
見

の
頃

に
も
う

一
度
訪

れ
て
み
た
い
て
思

い
ま
し
た
。

宿
泊
は
、
温
郷
温
泉

で
し
た
。
待
ち
に
待

っ
た
温
泉
だ

っ
た
の
で
す
が
、
少
し
浴
場

が
狭
か

っ
た
の
が
残
念
で
し
た
。
し
か
し

そ
れ
も
宴
会

の
盛

り
上
り
で

一
挙
に
挽
回
、

飲
ん
で
唄

っ
て
踊

っ
て
と
、
楽
し
い

一
夜

で
し
た
。

翌
日
は
兵
庫
県
迄
足
を

の
ば
し
、
山
中
鹿

之
介

で
知
ら
れ
る
上
月
城

へ
と
登
り
ま
し

た
。
幾
度
も
落
城
を
く
り
返
し
た
悲
運
の

城
と
聞

い
た
せ
い
か
、
ど
こ
と
な
く
う
ら

悲
し
い
雰
囲
気
が
漂

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
旅
で

一
番
感
激
し
た
の
は
誕
生
寺
で

し
た
。
し
か
し
恥

か
し
な
が
ら
こ
こ

へ
来

る
迄
こ
の
寺
が
ど
ん
な
謂
れ

の
寺
か
全
く

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
寺
と
か
、
神
社
と

い
う

の
は
、
大
好
き
な
の
で
す
が
無
学
な

私
は
、
特
別
に
有
名
な
所
以
外
そ
の
謂
れ

は
知
ら
ず
、
た
だ
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
神

秘
性
、
静
け
さ
の
中
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

な
気
分

に
ド

ッ
プ
リ
と
浸
る
の
が
、
や
は

り
大
好
き
な
の
で
す
。
そ

の
点

で
も
、
又

美
し
さ
で
も
最
高

の
場
所
で
し
た
。

誕
生
寺

に
心
を
残
し
な
が
ら
バ

ス
に
乗
り
、

妙
覚
寺
を
見
学
す
る
と
、　
一
泊

二
日
の
旅

も
あ

っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
で
す
。

誰

一
人
、
怪
我
も
病
気
も
迷
子
も
無
く
無

事
福
山

へ
と
帰

っ
て
来
る
事
が
出
来

た
の

も
、
お
世
話
を
し
て
下
さ

っ
た
方
々
の
御

陰
と
心
よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

楽
し
い
旅
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ

い
ま
し
た
。

た
だ
、
バ
ス
の
中
で
も
旅
館

で
の
宴
会
で

も
、
良
く
食

べ
、
良
く
飲

み
、
良
く
唄
い
、

少
し
は
し
ゃ
ぎ
す
ぎ
て
し
ま
い
、
私

の
お

上
品
？
な
イ
メ
ー
ジ
が
ガ
タ
ガ
タ
と
音
を

た
て
て
崩
れ
落
ち
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な

い
か
し
ら
と
、
そ
れ
だ
け
が
心
配
で
す
。

ま
だ
旅
行
に
参
加
さ
れ
た
事

の
無

い
方
も

来
年
は
是
非
参
加
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
す
か
？

　

一
人
で
来
ら
れ
て
も
充
分
満

足
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
年
令

に
差
は
あ

っ
て
も
同
じ
喜
び
と
価
値
を
求
め
合
う
者

同
志
、
き

っ
と
素
敵
な
輪
が
広
が
る
と
思

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
お
し
ま
い
。

十
月
例
会

美
作
路

一
泊
旅
行

後
藤
　
匡
史

此

の
度

の
旅
行
で
、
上
月
城

に
行

っ
た

時

の
こ
と
で
あ
る
。
播
磨
、
美
作
、
備
前

の
三
国

の
位
置
す
る
。
天
正
五
年

（
一
五

七
七
年
）
毛
利

の
先
兵
と
し
て
、
西
播
磨

五
郡
を
領
し
て
上
月
城
を
守

っ
て
い
た
政

範
は
秀
吉
軍

一
万
三
千

の
前

に
落
城
し
た
。

大
平
山
々
上
本
丸
跡
に

「
赤
松
蔵
人
大
輪

政
範
君
之
碑

」
と
刻
ま
れ
た
石
稗
が
秋

の

日
差
し
を
あ
び
淋
し
く
建

っ
て
い
た
。

其

の
後
、
山
を
降

り
、
北
山
麓
に
「
尼
子

勝
久
公
四
百
年
遠
忌
追
悼
碑
と
山
中
鹿
之

介
追
頌
之
碑

」
が
建

っ
て
い
た
。

幼
君
勝
久
を
し
て
毛
利

に
最
後

の
リ
タ
ー

ン
マ
ッ
チ
を
い
ど
み
敗
れ
さ
り
、
又
、
あ

の
月
山
富
山
城

に
て
三
笠
山
々
上
に
出
る

月
に
向
か
い
、
限
り
あ
る
身

の
力
為
さ
ん
、

願
わ
く
ば
我
に
七
難

八
苦
を
与
え
た
ま
え

と
月

に
祈

っ
た
鹿
之
介

の
碑
で
あ
る
。

若

い
小
林
良
子
さ
ん
や
岩
川

の
豊
ち

ゃ
ん

等
は
碑

の
前

で
カ
メ
ラ
に
納
ま
る
時
な
ぞ
、

ま
る
で
彼
氏
に
会

っ
た
様
な
、
そ
の
う

つ

ろ
な
眼
な
ざ
し
は
感
傷

に
ひ
た

っ
て
い
た

い
の
か
、
又
、
こ
こ
に
来
た
だ
け
で
も
目

的
は
達
し
た
と
で
も
云
い
そ
う
な
そ
ん
な

表
情
を
し
て
、
僕
は
…
…
…
好
き
に
セ
ー

と
云

っ
て
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し

た
。

一
句

何
処
ま
で
も

月
と
は
切
れ
な
い

鹿
之
介

新

入

会

員

紹

介

の
お
ふ
た
り
で
す
。

よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

〓又
饉相
回
口
圭
日
（敬
称
略
）

◎
家
系
研
究

（第
１６

・
・７
号
）

家
系
研
究
協
議
会

（秋
田
県
）

◎
郷
土
史
誌
も
と
や
ま

第
１１

・
１２
号
）

本
山
町
郷
土
史
会

（府
中
市
）

受
贈
図
書
に
つ
い
て
は
、
順
次
整

理
し
、
皆
様
に
公
開
し
ま
す
の
で
、

閲
覧
等

の
ご
要
望
が
あ
り
ま
す
た
ら

役
員
の
方
ま
で
連
絡
し
て
下
さ
い
。

ン
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備
後
の
武
将

な
ら
ざ
き
ひ
こ
ざ
　
え

も
ん
の
ぶ
か
げ

楢
崎
彦
左
衛
門
信
景

楢
崎
氏

の
家
譜

に
よ
れ
ば
三
郎
左
衛
門

豊
景

の
嫡
子
で
、
初
名
九
郎
次
郎
、
毛
利

元
就
、
同
輝
元
に
仕
え
軍
功
が
あ

っ
た
と

い
ン，
。

楢
崎
氏
は
戦
国
期

に
は
、
府
中
市
久
佐

町

の
二
子
山
城

に
拠

っ
て
周
辺
を
支
配
す

る
国
人
領
主

に
成
長
し
て
い
る
が
、
豊
景

以
前

の
こ
と
は
不
明

の
点
が
多

い
。
近
世

の
諸
記
録

に
よ
れ
ば
正
慶

二
年

（
一
三
三

一こ

、
芦
田
郡
地
頭
職
と
し
て
備
後
に
土

着
し
た
と
い
う
が
、
確
実
な
資
料
で
裏
付

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
又
、
そ
の
本
拠

久
佐

（草
）
村

の
諸
職
は
尾
道

の
浄
土
寺
、

及
び
京
都

の
西
方
寺
が
保
有
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
と
楢
崎
氏
と
の
関
係
も
不
明
で
あ

る
。　
一
説

に
は
永
禄

二
年

（
一
五
五
九
）

所
替

に
よ

っ
て
備
中
新
見
よ
り
移

っ
て
来

た
と
い
う
。
備
中
北
部

に
は
南
北
朝
時
代

よ
り
国
人
楢
崎
氏

の
名
が
見
え
、
又
、
信

景

の
子
元
兼
は
備
中
北
部

に
東
接
す
る
美

作
月
田
山
城
主
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
そ

の
年
代
は
別

に
し
て
後
説

の
方
が
真
実

に
近
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

楢
崎
氏
は
天
正
末
年
、
芦
田
郡
内

で
三

百
石
、
世
羅
郡
内

で
六
百
余
石

（共
に
年

貢
収
納
高
）
を
領
し
て
お
り
、
備
後
で
は

中
規
模

の
国
人
領
主
で
あ
る
。

（城
郭
研
究
部
会
）

城
研

ニ
ュ
ー
ス

城
郭
研
究
部
会

〃
中

世

再

発

見

〃

盛

会

裏

に

終

る

中
世
を
読
む
会
特
別
例
会
と
し
て
催
し

た
講
演
＋
ス
ラ
イ
ド
上
映
に
よ
る

「
中
世

再
発
見

」
は
去
十
月

二
十
五
日

（
日
）
、

午
後

一
時
三
〇
分
よ
り
福
山
城
月
見
櫓
に

於

て
無
事
行
な
わ
れ
た
。

参
加
者
三
十
余
名
と
前
評
判

に
比
し
て

や
や
さ
び
し
い
陣
営
で
あ

っ
た
が
、
山
内

さ
ん
、
下
津
間
さ
ん
の
熱
弁
と
相
ま

っ
て

好
評
裏

に
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

出
内
さ
ん

の
お
話
は
史
料

の
少
な
い
中

世

の
地
域
史
を
研
究
す
る
者
に
と

っ
て
は

そ
の
地
名
と
伝
承
を
生
か
し
た
好
事
例
と

し
て
非
常

に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。

又
、
下
津
間
さ
ん

の
草
戸
千
軒
遺
跡

の
ス

ラ
イ
ド
は
身
近
す
ぎ
て
関
心
が
薄
れ
が
ち

で
あ

っ
た
草
戸
千
軒
を
改
め
て
見
直
す
機

会
と
な

っ
た
と
思
う
。
今
後
も
う

一
度

「
草
戸
千
軒
発
掘

」
の
意
義
を
問
う
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

率

神

石

郡
油

木
町

の
史
跡

探
訪

中
世
再
発
見
で
講
師
を
勤
め
て
い
た
だ
い

た
出
内
博
都
先
生
に
、
お
話
し
の
舞
台
、

神
石
郡
油
木
町

の
中
世
遺
跡
を
御
案
内
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
た
。

古
市
城
山
、
土
居
、
永
聖
寺
、
高
子
山
城

跡
な
ど
興
味
深
い
史
跡
が
多

い
。

期
日
　
十

一
月

二
十
二
日

（月
）

午
前

八
時
三
〇
分
　
福
山
駅
裏
キ

ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
前
集
合

会
費

　
一
一
〇
〇
〇
円

（
ガ

ソ
リ
ン
代
等
実

費
）

申
し
込
み
先

〒
物
福
山
市
多
治
米
町
九

一
六
　

　

・

田
口
義
之
方

■
　
０
８
４
９

（τ
３
）
６
１
５
７

※
定
員

二
〇
名
位

備
考
　
弁
当
持
参
、
雨
天
中
止
、
山
歩
き

で
き
る
服
装
、
な
お
、
自
家
用
車

に
分
乗
し
ま
す
の
で
車
を
お
持
ち

の
方
は
な
る
べ
く
自
分

の
車
で
お

越
し
下
さ
い
。

城
郭
研
究
部
会
主
催

中

世

を

読

む

会

十

一
月
例
会

の
お
知
ら
せ

期
日
　
十

一
月
二
十
日

（金
）

午
後
七
時
～
九
時

場
所
　
福
山
市
中
央
公
民
館

（花
園
町
）

和
室

テ
ー

マ
中
世
武
家
文
書
を
読
む

（
十

一
）

応
安
六
年
六
月
十

一
日
付
千
光
寺

領
地
比
庄
内
本
郷
領
家
方
代
官
職

補
任
状

に
就

て

堤
　
勝
義

会
費
　
初
心
者
三
百
円

（資
料
代
込
）

事
務
局

〒
物
福
山
市
多
治
米
町
九

一
六

田
口
義
之
方

■
　
０
８
４
９

（５
３
）
６
１
５
７
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城
郭
研
究
部
会
特
別
例
会

バ
ス
ツ
ァ
ー
史
跡
め
ぐ
り

″
藤
井
皓
玄
と
神
辺
合
戦
″

参
加
者
募
集

戦
国
時
代
、
備
南

の
中
心
だ

っ
た
神
辺

城
は
、
天
文
七
、
天
文
十
八
、
永
禄
十

二

年

の
三
回
落
城

し
て
い
る
。
中
で
も
謎
を

秘
め
て
い
る
の
が
永
禄
十
二
年

の
合
戦
で

あ
る
。

こ
の
合
戦
は
神
辺
城

の
元
家
老
で
あ

っ

た
備
中
芳
井

の
城
主
藤
井
皓
玄
が
、
城
主

杉
原
盛
重

の
出
陣

の
留
守
を
ね
ら

っ
て
神

辺
城
を
襲
撃
し
た
も

の
で
、　
一
時
そ
の
企

て
は
成
功
す
る
が
、
楢
崎
氏
を
始
め
と
す

る
毛
利
方

の
国
人
衆

の
反
撃
を
受
け
、
皓

玄

の
夢
は
破
れ
、
神
辺
城
は
再
び
杉
原
氏

の
も

の
と
な

っ
た
。

昨
年
、
城
郭
部
会

で
は
特
別
例
会
と
し

て
神
辺
城
跡
上
で
現
地
講
演
会
を
行
な

っ

た
が
、
今
回
は
そ

の
続
編
と
し
て
、
永
禄

十

二
年
合
戦

の
主
役
、
藤
井
皓
玄

の
故
地

を
訪
ね
、
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
を
探

っ

て
み
た
い
。

主
な
見
学
地

神
辺
城
跡
杉
原
屋
敷
跡
　
杉
原
盛
重

の
居

館
跡
と
伝
え
る
、
神
辺
城
跡

の
北
麓

に

あ

る

。

ヽ

善
福
寺

（井
原
市
）
　

足
利
将
軍
家

の
祈

願
所
と
し
て
中
世
栄
え
た
禅
寺
。

正
霊
山
城
跡

（芳
井
町
）
　

藤
井

一
族

の

本
拠
で
あ
る
。

中
山
城
跡

（
ク
）
　

藤
井
氏
に
与
同
し
た

河
合
氏
の
居
城

で
、
山
麓

に
河
合

一
族

の
菩
提
寺
と
墓
石
が
残

っ
て
い
る
。

山
野
歴
史
民
俗
資
料
館

（福
山
市
山
野
町
）

募
集
要
項

期
日
　
十

二
月
六
日

（
日
）

午
前

八
時

三
〇
分
　
福
山
駅
裏
キ

ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
前
集
合

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
◎

八
時
三
〇
分
福
山
発
―

九
時
神
辺
城
跡

―
十
時
善
福
寺
―
十

一

時
芳
井
公
民
館

（講
演
、
昼
食
）
―

一

時
正
霊
山
城
跡
―
二
時
三
〇
分
中
山
城

跡
―
三
時
三
〇
分
山
野
歴
史
民
俗
資
料

館
―
五
時
半
福
山
着
解
散

講
師
　
城
郭
研
究
部
会

（
山
城
跡
）

特
別
講
師
　
立
石
定
夫
先
生

（井
原
庄
と

藤
井
氏
、
河
合
氏
）

会
費
　
一二
千
円

（
バ
ス
代
等
実
費
）

申
し
込
み
方
法
　
左
記
迄

ハ
ガ
キ
か
電
話

で
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

〒
図
福
山
市
多
治
米
町
九

一
六

田
口
義
之
方

■
　
０
８
４
９

（５
３
）
６
１
５
７

※
定
員

（
四
五
名
）

に
達
し
次
第
締
切

り
ま
す
。

備
考
　
弁
当
持
参
、
小
雨
決
行
、
山
歩
き

で
き
る
服
装
で

（
五
〇

メ
ー
ト
ル
位

の

小
山
に
登
り
ま
す
）

（
問

い
合
せ
は
田
口
ま
で
）

昭
和
６２
年
度

た
た
ら
研
究
会
大
会
の

ご
案
内

表
記

の
大
会
を
下
記

の
要
領
で
行
い
ま

す
の
で
、
多
数

ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
度
は
た
た
ら
研
究
会
発
足
三
十
周

年
に
あ
た
り
、
古
代
鉄
生
産

（中
世
を
見

通
し
て
）
を
テ
ー

マ
に
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム

を
開
催
し
ま
す
。

〒
物
広
島
市
中
区
東
千
田
町

一
―

一
―
八
九

広
島
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
内

た

た
ら

研
究
会

■
　
０
８
２

（２
４
１
）
１
２
２
１

（内
線

３
５
７
ι

日
時
　
昭
和

六
十

二
年
十

一
月

二
十

八
日
⊃
・
二
十
九
日
Ｄ

場
所
　
広
島
大
学
文
学
部
大
講
義
室

（文
学
部

三
階
）

（広
島
市
中
区
東
千
田
町

一
―

一
―
八
九
）

日
程
　
十

一
月

二
十
八
日
①

十
三
時
三
十
分
―
十
七
時
三

十
分
　
開
会
、
公
開
講
演
会

考
古
学

・
潮
見
　
浩

（広
島
大
学
）

「
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
の
鉄
生
産
」

文
献
史
学

・
交
渉
中

「
文
献
史
学
か
ら
み
た
古
代
の
鉄
生
産

技
術

・
佐
々
木
　
稔

（新
日
本
製
鉄
）

「
古
代
の
鉄

」

広島駅前から電車・パス「 字品行 (紙屋町経由 )」 で「 広大前」下車
(所要時間 30分 )

``大
●●●●ユロ

シ織′



福
山
市
本
庄
町
の

山
城
調
査
報
告

去
十

一
月

一
日

（
日
）
午
前
、
城
郭
研

究
部
会

一
行
は
福
山
市
本
庄
町
に
赴
き
、

城
郭

三
ケ
所
を
踏
査
し
た
。

本
庄
町
は
、
旧
深
津
郡

に
属
し
、
中
世

に
は
杉
原
本
庄
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
、

江
戸
時
代
は
城
下
五
ケ
村

の

一
つ
で
あ

っ

た
。

『
西
備
名
区

』

（江
戸
後
期

の
著
述
）

に
よ
る
と
、
本
庄
村

に
は
、
飛
地
山
城
、

九
日
ケ
嶺
城
、
一昌
崎
城
、

の
三

つ
の
城
跡

が
残
る
と
さ
れ
、
城
主
と
し
て
杉
原
氏
や

岩
佐
氏

の
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

午
前
九
時
、
芦
田
川
土
手
福
塩
線
踏
切

に
集
合
し
た

一
行
四
名

（
田
日
、
佐
藤
Ｑ

塚
本
、
中
村
）
は
ま
ず
通
称
本
庄
富
士
と

呼
ば
れ
る
高
崎
城
を
目
ざ
し
た
。
高
崎
城

は
比
高
三
十

メ
ー
ト
ル
程

の
小
山
で
山
頂

に
石
槌
神
社
が
建

っ
て
い
る
。
約
五
分
で

山
頂
に
到
着
。
山
頂

の
主
部

（本
丸
）
は

径
十
五
メ
ー
ト
ル
程

の
平
坦
地

で
、
北
に

一
段
下

っ
て
三
十

メ
ー
ト
ル
×
十

メ
ー
ト

ル
程

の
郭

（
二
の
丸
）
が
あ
る
。
こ
の
郭

は
主
郭
側
に
二
条

の
空
堀
と
土
塁
、
北
側

に

一
条

の
土
塁
空
堀
が
残
り
、
非
常
に
保

存

の
よ
い
城
跡

の

一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
よ

り
、
地
元
の
塚
本
氏

の
案
内
で
尾
根
を
北

に
進
み
九
日
ケ
嶺
城
跡

へ
、
こ
の
城
は
九

ト
ケが
Ｌ

と
呼
ば
れ
る
深
い
谷

の
南
側

に
そ

び
え
る
山
城

で
二
、
三
の
郭
跡
が
雑
木
林

の
中
に
残

っ
て
い
る
。

九
日
ケ
嶺
城

の
東
下
は
東
洋
自
動
車
学

校
で
急
傾
斜
を

一
気

に
下
り
、
飛
地
山

へ
。

途
中
塚
本
氏

の
案
内

で
本
庄
村
古
城
主
と

伝
わ
る
岩
佐
左
膳

の
石
塔
を
見
学
。
こ
の

石
塔
は
五
輪
塔

の
残
欠
と
思
わ
れ
、
高
崎

城
本
丸

の
東
直
下
に
存
在
し
、
背
後

に
は

土
居
屋
敷
跡
と
思
わ
れ
る
削
平
地
が
残
り

城
主

の
居
館
跡
と
推
定
さ
れ
る
。

飛
地
山
は
高
崎
城

の
東
南

の
低
丘
陵
で
、

山
頂

に
城
郭
か
と
思
わ
れ
る
平
地
が
残
る

の
み
で
、
山
城

の
遺
構
と
断
定
で
き
る
も

の
は
存
在
し
な
い
。

下
山
後
、
本
庄

八
幡
社
、
円
照
寺
を
見

学
し
て
午
前
十

一
時
三
〇
分
解
散
。
市
街

地

の
近
郊
に
こ
ん
な
に
多
く

の
史
跡
が
残

っ
て
い
る
も

の
か
、
と
改
め
て
再
認
識
し

た
半
日
で
あ

っ
た
。

（
田
口
記
）

シ
リ
ー
ズ
　
仏
教
を
学
ぶ

そ
の
１
　
弘
法
大
師
と

神
島
霊
場
め
ぐ
り

一
、
目
的
　
①
古
来
庶
民
信
仰
と
し
て
親

れ
て
き
た
四
国
遍
路
と
同

じ
よ
う
に
、
約

一
玉

〇
年

前

に
開
れ
た
神
島

八
十
八

カ
所
霊
場
を
、
そ
の

一
部

で
は
あ
る
が
巡
拝
す
る
こ

と
で
″
遍
路
″
に

つ
い
て

体
で
学
ぶ
。

②
弘
法
大
師

の
人
と
教
え
に

つ
い
て
学

ぶ
。

③
神
島

の
歴
史
と
民
俗

に
つ

い
て
学
ぶ
。
　

　

　

．

二
、
日
程
　
十

一
月

二
十
九
日

（
日
）

七
時

五
十
分
駅
前
集
合

各
自
Ｊ
Ｒ
切
符
購
入

◎

福
山
駅
発

，

１３
↓
Ｊ
Ｒ
↓

笠
岡
駅
着
８
・
器

構綱岬囃詢」Ｗ呻排笠バス↓・

説
明
　
神
島
遍
路
会
館

に
て

９
・
∞
～
　
・０

・
∞

講
師

（神
島

の
方

で
す
）

ｏ
安
養
院
住
職
―
安
原
氏

・
神
島
、
四
国

の
遍
路
案
内
を

長
年
さ
れ
て
い
る
―
平
山
氏

ヽ

会
館
発
１０
・∞
１
昼
食
↓

認
番

（外
浦
）
１５
。
∞
（約
１０
ｂ
）

⑤

外
浦
発
１６
働
↓
井
笠
バ
ス
↓

笠
岡
駅
１６
・“
着
　
Ｊ
Ｒ
ｌ７
・
・３
発

福
山
駅
着
１７
・η
着

四

、
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り に の 点 紙 様 か 今 つ て
に し 反 が 面 の つ ま て 担 早
し て 省 多 の お た で し 当 い
ま

｀
と 々 わ か 僕 こ ま し も

す 今 し あ り げ が ん い て の
°

年
｀ つ ふ と

｀
な ま

｀
で

最 来 た り 感 こ こ し も
｀

後 年 と
｀

謝 こ と た う 会
の こ 思 構 し ま を

°
今 報

編 そ い 成 て で や  年 の
集 は ま 等 お 出 つ  の 編

:茎】「
1等

;養 喜ま言: ][
お こ 今 し

゛
も の  と じ

わ と 年 い  皆 な  な め

会費
（帰銀員　［̈
脚̈

＋
電
車
、
バ
ス
代

他
　
　
小
雨
決
行

・
弁
当
持
参

・

健
脚
む
き

・
歩
き
や
す
い
服

装

編

集

後

記

》拳P


