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喜作祭り(レリーフに神酒をそそぐ)　提供　頼高町観光課

大
天
井
岳
(
二
九
二
二
メ
ー
ト
ル
)
　
の
頭
上
直
下
の
分
岐
点
か
ら
赤
岩
岳
(
二
七
六
七
メ
ー
ト
ル
)
､
東
鎌
尾
根
伝
た
い
に
､
北
ア
の
主
峰
槍
ヶ
岳
に
至
る
喜
作
新
道

は
い
一
ま
つ

は
､
大
証
六
二
九
一
七
)
年
牧
(
穂
高
町
教
区
)
　
の
小
林
喜
作
が
間
道
に
着
手
し
'
岩
を
-
た
き
這
松
を
切
り
大
正
九
年
秋
に
開
通
し
て
い
る
｡
そ
の
間
人
夫
を
集
め

で
も
一
ケ
目
も
た
､
な
い
う
ち
に
逃
出
さ
れ
一
時
は
長
男
と
二
人
で
仕
事
を
続
け
た
と
い
う
｡
更
に
翌
十
年
秋
に
は
槍
ヶ
岳
殺
生
小
屋
を
完
成
さ
せ
大
衆
登
山
時
代
を
予

見
し
､
そ
れ
に
備
え
た
と
い
う
｡

こ
の
喜
作
新
道
開
削
の
功
績
を
称
え
る
た
め
､
昭
和
三
十
三
二
九
五
八
)
年
に
は
新
道
分
岐
点
近
-
に
喜
作
の
レ
リ
ー
フ
　
(
彫
刻
素
敵
小
川
大
糸
作
)
を
､
更
に
昭

和
四
十
六
年
十
月
一
一
十
四
日
に
は
､
喜
作
祭
実
行
委
員
会
(
委
員
長
斉
藤
茂
昌
)
　
に
よ
り
､
文
学
作
品
喜
作
新
道
の
著
者
山
本
茂
美
等
の
参
加
を
得
て
､
第
一
回
喜
作
祭

が
現
地
と
中
房
温
泉
で
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
式
辞
(
委
員
長
斉
藤
茂
昌
)
の
一
節
に
｢
南
(
上
高
地
)
　
に
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
､
北
(
針
ノ
木
岳
)
に
慎
太
郎
等
偉
人
を

偲
ぶ
祭
は
数
々
-
｣
と
'
述
べ
北
了
の
山
の
三
大
祭
に
在
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
｡

そ
の
後
回
を
重
ね
て
､
本
年
は
十
二
回
目
を
計
画
し
て
い
る
(
穂
高
町
観
光
拗
会
)
｡
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
･
慎
太
郎
祭
は
夏
山
に
入
る
初
め
に
行
な
わ
れ
る
の
に
対
し
'

喜
作
祭
は
そ
の
終
り
に
近
づ
い
た
九
月
に
行
う
督
お
し
で
､
参
加
者
は
穂
高
神
社
に
集
合
し
､
神
事
を
行
っ
た
後
'
神
社
を
出
発
し
'
北
廻
り
'
南
廻
り
コ
ー
ス
の
二
班

l

l

d

～

-

.

に
分
れ
､
燕
岳
(
熊
山
誰
)
〓
大
天
井
岳
(
大
天
荘
)
日
常
念
小
屋
の
各
小
屋
に
一
泊
計
三
泊
し
､
新
道
分
岐
点
の
レ
リ
ー
フ
に
班
毎
に
神
酒
と
玉
串
を
捧
げ
喜
作
の
冥

福
を
祈
っ
た
｡
昨
年
は
広
島
､
東
京
な
ど
全
国
か
ら
七
十
二
名
の
参
加
者
を
得
て
い
る
｡･

れ
l
U
-
し
･
一
方

喜
作
は
明
治
八
年
父
玉
蔵
の
次
男
と
し
て
生
れ
幼
少
よ
り
山
が
好
き
で
猟
師
と
し
て
冷
羊
(
-
ら
し
し
)
､
熊
を
追
い
北
ア
の
喧
々
尾
根
を
渡
り
歩
き
'
天
性
の
素
質

7
ー
一
づ
た
で
や
･
●
事

と
頑
健
の
体
は
後
立
山
の
猟
師
仲
間
か
ら
は
南
の
親
父
と
､
日
本
の
登
山
家
か
ら
は
牧
の
喜
作
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
｡
雷
鳥
の
生
き
血
を
牛
乳
が
わ
り
に
し
､
熊
の

穴
に
入
っ
て
溶
た
ら
熊
が
遠
慮
し
て
出
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
､
野
性
も
持
っ
て
い
た
｡

大
正
十
二
年
三
用
後
立
山
爺
岳
四
面
棒
小
屋
沢
(
富
山
側
)
で
､
小
屋
と
共
に
大
雪
崩
で
圧
死
し
て
い
る
｡
(
喜
作
親
子
は
圧
死
､
狽
仲
間
の
五
人
は
助
っ
て
い
る
)
｡

青
木
　
冶
(
穂
高
町
郷
土
資
料
館
長
･
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
)
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飯
綴　方

大　出

野　卑

飯　森

.W,N出生時

(揮朱印村として

村　　30.000

石

宮　本　持　540.748

曽根原村　175.606

間　門　持　237.031

丹生　子　持　　69.479

22.010

67.407

151.581

107.372

207.948

289　725

相　川　持

木　船　村

飴之内持
曹　覚書村
松　崎　村

野Ii　村

大　町　村1806.215

高書朋I子的村　126.798

相　場　村　481376

本　峰　村　101.542

森　　　村　　34 589

稲　rf!材　　80.192

ill i,I fliFli村　　66.045

棉　平　和　　14　772

糸魚lii道の荷宿
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ど

松
本
藩
大
町
組

一
､
松
本
藩
に
お
け
る
大
町
組
の
位
轟

松
本
蒲
は
'
全
国
的
に
み
て
中
規
模
の
満
い
わ
ゆ

る
中
浦
で
あ
っ
た
が
'
信
濃
国
内
に
お
い
て
重
要
な

蒲
で
あ
っ
た
の
で
､
江
戸
時
代
を
通
じ
て
代
々
詣
代

大
名
の
支
配
下
に
わ
か
れ
て
い
た
｡
そ
の
範
囲
は
､

現
在
の
木
曽
郡
を
除
い
た
中
信
地
方
､
す
な
わ
ち
塩

尻
市
･
松
本
市
･
東
筑
摩
郡
･
南
安
曇
郡
･
北
安
袈

郡
･
大
町
市
の
殆
ど
全
域
を
流
域
と
し
て
い
る
｡
南

北
約
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
東
西
約
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
す
こ
ぶ
る
長
大
を
地
域
で
あ
っ
た
が
､
糸

魚
川
･
静
岡
地
質
構
造
線
の
大
断
層
線
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
る
松
本
盆
地
が
松
本
満
城
の
中
央
を
南
北
に

長
-
展
開
し
て
こ
れ
が
主
要
を
生
産
基
盤
で
あ
り
､

東
部
は
こ
れ
に
つ
づ
く
低
山
性
向
地
利
用
の
産
業
地
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大
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野
生
語
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蹴
,
母
中
背
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星

幅

　

　

　

具

　

義

域
と
し
て
存
在
し
､
西
部
お
よ
び
北
部
は
高
峻
を
山

岳
地
常
で
あ
る
た
め
一
部
が
林
産
程
度
に
利
用
さ
れ

る
だ
け
で
生
産
が
皆
無
に
等
し
い
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
､
江
戸
時
代
初
頭
の
天
止
の
石
直
し
の
時
点
で
朱

印
高
八
万
五
百
一
一
十
三
有
余
　
(
二
百
五
十
五
か
村
)
､

降
っ
て
流
域
に
若
干
の
減
少
を
み
た
江
戸
時
代
中
期

以
後
は
､
米
印
高
が
六
万
石
と
在
っ
て
明
治
維
新
に

お
よ
ん
で
い
る
∩
〉
　
松
本
藩
主
に
は
､
江
戸
幕
府
成
立

点
前
に
任
じ
ら
れ
た
石
川
氏
(
大
正
一
八
～
慶
長
一

八
年
)
を
は
じ
め
と
し
て
､
小
笠
原
氏
(
慶
長
一
八

-
元
利
二
年
)
　
∴
戸
出
氏
　
(
元
利
三
-
寛
永
一
〇
年
一

･
校
平
氏
(
寛
永
一
〇
～
同
一
五
年
)
･
堀
田
氏
(

寛
･
水
一
五
-
同
一
九
年
)
･
水
野
氏
　
(
寛
･
水
一
九
～

享
保
一
〇
年
)
　
∴
月
田
氏
　
(
享
保
一
一
～
瑚
清
田
年
)

と
変
遷
し
て
い
る
が
､
こ
の
う
ち
水
野
氏
ま
で
の
江

戸
時
代
初
期
の
大
名
交
替
は
目
ま
ぐ
る
し
い
｡
途
中

松
本
藩
域
で
あ
っ
た
も
の
が
旗
本
舘
と
し
て
分
知
ま

た
は
幕
府
領
　
(
天
領
)
　
に
変
わ
っ
た
地
域
が
あ
り
'

こ
れ
が
前
述
の
朱
印
詩
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
(
-

松
本
藩
の
う
ち
大
町
組
は
､
蒲
域
内
で
も
比
較
的

南
に
偏
っ
て
位
武
す
る
城
下
町
松
本
か
ら
す
る
と
'

最
も
遠
い
松
本
藩
の
最
北
端
に
位
置
し
て
い
た
｡
松

本
藩
は
､
塩
尻
･
出
川
･
山
家
･
岡
田
･
鳥
立
･
庄

内
･
会
田
･
麻
紙
の
筑
麿
都
城
八
か
組
と
上
野
･
成

柵
･
長
尾
･
保
高
･
松
川
･
池
田
･
大
町
の
安
黒
部

域
七
か
組
の
計
上
丑
か
粗
か
ら
成
っ
て
い
た
(
÷
｣
の

う
ち
大
町
組
は
､
面
積
の
士
か
ら
み
る
と
'
実
に
松

本
蒲
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
て
広
大
を
も
の
で
あ

っ
た
が
､
両
地
が
多
い
こ
と
や
そ
の
北
部
は
冬
季
多

言
の
地
帯
で
あ
る
上
に
地
味
も
低
い
こ
と
か
ら
､
朱

印
高
の
上
か
ら
は
蒲
全
体
の
約
八
分
の
一
の
一
万
石

に
も
満
た
な
い
生
産
力
の
低
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
｡

江
戸
時
代
中
期
の
享
保
一
〇
年
二
七
二
五
年
)
　
代

に
お
い
て
村
高
寄
せ
で
は
九
千
百
五
十
九
石
倉
で
あ

り
､
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
七
年
二
八
一
〇
年
)
代

に
お
い
て
九
千
四
百
三
十
六
石
余
で
あ
る
｡
村
数
か

ら
見
て
も
､
松
本
蒲
全
体
二
百
五
十
五
か
村
の
約
五

分
の
一
の
五
十
四
か
村
が
大
町
組
に
存
在
す
る
が
'

大
町
組
の
中
心
で
あ
る
大
町
村
の
約
一
千
八
百
六
有

余
を
筆
頭
に
す
る
組
商
都
の
平
坦
地
の
諸
相
約
十
か

村
を
除
け
ば
､
北
部
の
現
小
谷
･
白
馬
両
村
地
域
や
東

部
の
八
坂
･
美
麻
両
村
地
域
に
あ
っ
た
江
戸
時
代
の

郷
村
は
い
ず
れ
も
小
村
で
'
十
軒
程
で
一
村
を
構
成

し
て
い
る
橿
小
規
模
村
も
み
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
松
本
蒲
か
ら
み
ね
げ
大
町
組
は
'
生

産
力
の
士
で
は
比
較
的
小
さ
な
組
で
は
あ
る
が
､
江

戸
時
代
初
期
ま
で
は
軍
事
･
交
通
上
か
ら
す
れ
げ
'

北
の
越
後
と
境
を
接
す
る
重
要
を
位
置
に
あ
っ
た
こ

と
､
あ
る
い
は
､
松
本
城
下
に
越
後
か
ら
移
入
さ
れ

る
物
資
の
重
要
な
流
通
胎
で
あ
る
糸
魚
川
遁
約
半
分

の
道
程
が
大
町
組
内
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
､
さ
ら

一

)

｢

′

之

7

"

に
は
､
畑
作
中
で
も
麻
･
櫛
の
生
産
は
大
町
組
に
依

存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
､
ま
た
こ
れ
ら
の
集

散
地
と
し
て
大
町
村
が
中
性
か
ら
発
達
し
て
い
た
こ

と
な
ど
に
よ
っ
て
'
藩
で
は
大
町
組
を
重
要
視
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
｡
大
町
村
に
江
声
時
代
を
適
し
て

松
本
蒲
の
出
先
機
関
と
も
い
え
る
大
町
他
屋
(
別
名

大
町
陣
屋
)
を
置
い
て
い
た
こ
と
や
､
小
谷
地
域
に

は
中
世
以
来
の
千
国
口
留
番
所
を
置
い
て
糸
魚
川
道

の
取
締
り
や
運
上
金
取
立
て
に
当
た
ら
せ
た
こ
と
は
､

大
町
組
重
視
の
一
端
と
い
え
る
(
一

大
町
組
は
そ
の
地
理
的
条
件
や
古
来
の
地
域
連
帯

の
上
か
ら
五
つ
の
フ
ロ
ノ
ク
に
分
け
ら
れ
て
い
た
｡

い
ま
江
戸
時
代
の
呼
称
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
を
列
挙

す
る
と
､
北
か
ら
小
谷
･
四
か
庄
･
山
中
･
平
･
八

i
I
:
已郷

の
五
つ
で
あ
る
｡
小
谷
は
現
小
谷
村
域
で
七
か
村
､

四
か
圧
は
現
白
馬
村
域
で
十
三
か
村
､
山
中
は
現
美

麻
･
八
坂
両
村
域
(
一
部
現
信
州
新
町
を
含
む
)
千

十
五
か
村
'
平
は
現
大
町
市
大
字
大
町
と
大
字
平
地

域
で
十
一
か
村
､
八
郷
は
現
大
町
市
大
字
社
地
域
で

八
か
村
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
｡
以
下
地
域
の
特

色
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

二
､
姫
川
沿
い
の
小
谷
･
四
か
庄

大
町
市
佐
野
坂
以
北
は
冬
季
雪
の
多
い
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
.
西
方
に
急
峻
を
北
ア
ル
プ
ス
を
仰
ぐ

姫
川
沿
い
の
小
谷
･
四
か
圧
の
村
々
は
､
起
伏
の
多

い
向
閥
や
平
坦
で
は
あ
っ
て
も
姫
川
に
そ
そ
ぐ
請
出

の
も
た
ら
し
た
砂
礫
の
多
い
土
質
に
立
地
す
る
村
々

で
あ
る
た
め
に
水
田
は
あ
っ
て
も
米
生
産
の
効
率
は

低
-
'
捷
品
の
収
穫
が
あ
る
害
の
上
田
に
お
い
て
さ

え
'
反
収
玄
米
量
一
石
に
満
た
な
い
村
か
殆
ど
で
あ

っ
た
｡
八
郷
の
宮
本
村
あ
た
り
は
そ
の
約
二
倍
の
取

出
が
あ
っ
た
の
を
み
て
も
そ
れ
が
い
え
る
｡
し
た
が

っ
て
､
畑
作
に
お
け
る
雑
穀
生
産
や
'
麻
生
座
あ
る

い
は
小
谷
で
の
養
蚕
と
い
っ
た
も
の
が
生
産
の
主
体

と
在
っ
て
い
た
=

糸
魚
川
道
は
越
後
糸
魚
川
に
は
じ
ま
っ
て
こ
の
小

谷
･
四
か
店
を
経
由
し
松
本
方
面
へ
通
じ
て
い
た
が
､

両
地
と
冬
季
の
多
言
の
た
め
姫
川
沿
い
の
道
は
交
通

運
輸
士
困
難
を
極
め
て
お
り
､
そ
の
た
め
に
出
道
に

適
す
る
牛
で
の
運
輸
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
｡
ち
左

み
に
小
谷
･
四
か
圧
で
の
牛
馬
飼
育
数
を
み
る
と
､

明
ら
か
に
牛
の
頭
数
の
方
が
多
い
の
は
､
そ
れ
を
物
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語
っ
て
い
よ
う
｡
ま
た
冬
の
積
雪
は
､
牛
の
通
行
を

も
妨
げ
､
そ
の
よ
う
な
時
は
糸
魚
川
道
の
運
輸
は
人

は

っ

･

奇

の
背
を
か
り
て
い
わ
ゆ
る
歩
荷
の
カ
に
頼
ら
な
-
て

は
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
｡
ま
た
山
地
･
多
雪
の

た
め
に
糸
魚
川
道
の
各
所
に
設
け
ら
れ
た
荷
継
宿
は

そ
の
間
隔
が
せ
ま
-
､
平
均
荷
宿
間
隔
は
一
里
余
と

い
う
極
め
て
狭
ま
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
地
陣
に
お
け
る
糸
魚
川
道
の
街
道
取
締
上
の

要
衝
と
し
て
大
網
村
と
千
国
村
が
あ
る
｡
大
網
村
は

信
越
国
境
近
-
に
位
置
す
る
た
め
村
役
人
桶
に
命
じ

て
道
中
取
締
が
諜
せ
ら
れ
､
国
境
を
出
入
す
る
請
荷

の
改
め
が
行
な
わ
れ
て
い
た
｡
千
国
村
は
国
境
か
ら

南
へ
後
退
し
た
位
霞
に
あ
る
も
の
の
'
小
谷
荻
谷
の

の
ど
首
に
あ
り
､
中
世
に
は
軍
事
上
の
北
の
抑
え
と

し
て
重
ん
せ
ら
れ
て
き
た
｡
古
-
庄
子
国
庫
の
庄
園

政
所
も
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
江
戸
時
代
に

は
口
留
番
所
が
置
か
れ
て
糸
魚
川
道
の
交
通
運
輸
の

耶
綿
や
運
上
の
取
立
て
が
行
か
れ
た
｡
江
戸
時
代
末

期
の
諸
荷
物
の
運
上
銭
取
立
帳
に
よ
る
と
､
こ
の
番

所
を
経
由
し
て
繍
内
に
移
入
さ
れ
る
物
流
に
は
塩
･

A
;
-
1
'

肴
(
四
十
物
と
も
称
し
た
)
･
木
綿
･
金
物
･
漆
器

･
陶
磁
器
･
茶
･
薬
を
ど
が
あ
り
､
ま
た
移
出
さ
れ

l
1
"
は
こ

る
物
流
に
は
麻
∴
良
･
木
製
品
･
大
豆
･
麻
布
な
ど

が
あ
り
､
百
貨
流
通
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
∩
"
千

国
口
留
番
所
に
は
切
米
取
の
千
国
村
百
娃
一
人
を
常

番
と
し
て
置
き
､
は
か
に
知
行
塙
の
松
本
藩
の
武
士

三
人
が
日
量
父
代
で
一
人
ず
つ
勤
務
す
る
よ
う
に
規

定
さ
れ
て
い
た
ー
÷
｣
れ
ら
の
役
人
は
'
入
荷
か
ら
は

鉄
を
除
く
用
品
か
ら
も
運
上
銭
を
取
寸
で
､
ま
た
出

荷
は
穀
物
に
つ
い
て
は
同
じ
-
運
上
銭
を
取
立
て
た

り
出
麻
に
つ
い
て
は
麻
問
屋
の
送
手
形
ま
た
は
小
谷

村
々
の
庄
屋
の
改
め
を
必
要
と
し
運
上
銭
を
課
す
な

ど
の
仕
事
を
し
て
い
た
っ
　
R
,
A
:
.

四
か
圧
の
村
々
は
､
西
に
費
え
て
い
る
日
馬
連
山

の
寒
冷
気
候
の
影
響
を
直
か
に
受
け
る
こ
と
が
多
-
 
､

凶
作
を
訴
え
て
租
税
の
減
免
を
蒲
に
願
出
て
い
る
年

が
多
い
｡
し
か
し
麻
生
産
も
相
当
に
行
わ
れ
て
い
た
｡

左
ね
淡
波
村
の
三
日
市
場
は
中
世
沢
渡
氏
の
居
館
の

あ
っ
た
所
で
沢
渡
村
本
郷
で
あ
っ
た
が
糸
魚
川
道
の

関
係
か
ら
江
戸
時
代
に
は
西
山
麓
に
村
の
中
心
か
変

お
っ
て
い
る
｡

三
､
大
町
村
と
周
辺
の
村
々

大
町
村
は
中
世
と
り
わ
け
鎌
倉
時
代
に
棄
族
仁
科

氏
が
仁
科
度
の
支
配
の
た
め
現
天
正
吉
の
位
置
に
館

を
構
え
て
か
ら
､
そ
の
城
下
町
的
性
格
を
も
っ
て
発

達
し
た
町
で
あ
る
｡
下
仲
町
を
中
心
と
し
て
五
日
町

･
八
日
町
･
六
日
町
･
九
日
町
･
十
日
町
等
､
中
世

い
_
つ
■
事
l
つ

か
ら
の
市
町
呼
称
が
残
っ
て
お
り
'
町
割
も
中
世
に

京
都
風
の
狭
長
を
地
割
を
し
た
ま
ま
で
江
戸
時
代
に

受
け
つ
が
れ
て
い
る
｡
松
本
盆
地
北
部
の
物
蜜
の
集

散
地
と
し
て
果
た
し
た
役
割
は
大
き
-
､
特
に
大
町

村
の
東
方
の
山
地
に
立
地
す
る
山
中
(
現
八
坂
･
美

麻
両
村
)
で
生
産
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
山
中

麻
の
集
散
地
と
し
て
中
世
以
降
栄
え
て
き
た
｡
糸
魚

川
道
の
中
間
に
あ
っ
て
'
こ
の
道
を
軽
由
す
る
詣
荷

の
荷
継
宿
と
し
て
発
展
し
た
｡
そ
れ
だ
け
に
大
町
村

荷
宿
と
'
松
本
町
の
問
屋
あ
る
い
は
糸
魚
川
に
存
在

す
る
信
州
問
屋
と
の
間
の
街
道
運
輸
に
関
す
る
出
入

も
す
こ
ぶ
る
多
か
っ
た
｡

大
町
村
の
周
辺
村
に
は
､
前
述
の
両
中
村
々
の
ほ

か
に
平
十
か
村
･
八
郷
八
か
村
が
存
在
し
た
｡
さ
ほ

ど
多
収
穫
地
帯
と
は
い
え
な
い
が
､
鹿
島
用
･
仁
科

三
湖
か
ら
導
水
の
農
具
用
･
屠
谷
里
堰
･
積
堰
等
の

水
利
に
よ
っ
て
木
田
経
営
が
行
わ
れ
て
き
た
｡
し
か

し
西
方
山
地
か
ら
の
か
は
冷
た
-
､
近
年
に
至
る
ま

ー
C
ら
り
,
＼
′
r

で
水
口
田
を
設
け
る
な
ど
し
て
水
温
を
高
め
る
必
要

が
あ
り
､
ま
た
鹿
島
川
'
高
瀬
川
の
氾
濫
に
よ
る
河

川
敷
等
の
た
め
地
味
は
低
-
､
米
の
生
産
力
は
低
い

方
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
周
辺
村
の
中
で
も
'
南
部
に

位
置
す
る
八
郷
の
村
々
皇
東
方
山
中
か
ら
流
出
す

る
温
水
や
'
遥
か
北
方
よ
り
連
木
し
て
い
る
居
谷
里

堰
･
樺
堰
等
に
よ
っ
て
高
瀬
川
河
岸
段
丘
の
末
端
あ

る
い
は
段
丘
直
下
に
聞
か
れ
た
水
田
に
お
い
で
は
か

な
り
の
米
生
産
を
み
る
こ
と
が
で
き
､
古
代
以
来
の

豊
か
を
水
田
経
営
を
し
て
い
た
頼
跡
が
大
き
い
｡

大
町
組
は
前
述
の
よ
う
に
松
本
城
下
か
ら
遠
隔
で

あ
っ
た
た
め
と
'
越
後
と
境
を
接
す
る
関
係
か
ら
､

旧
大
町
市
役
所
の
位
置
に
大
町
他
屋
が
設
け
ら
れ
て

お
り
､
間
口
八
開
半
'
奥
行
約
七
九
間
の
敷
地
内
に

長
屋
門
･
正
庁
･
籾
蔵
･
塩
蔵
･
麻
殻
･
関
塩
蔵
･

高
根
蔵
等
が
建
て
ら
れ
て
い
た
｡
役
人
は
蒲
か
ら
の

武
士
が
月
番
で
来
庁
し
地
方
の
用
務
を
処
理
し
て
い

た
｡
建
物
管
理
は
大
町
村
庄
屋
の
責
任
と
さ
れ
て
い

た
｡四

､
租
税
か
ら
み
た
大
町
組

別
表
は
江
戸
時
代
後
期
に
属
す
る
文
化
七
年
二

八
一
〇
年
)
の
大
町
組
五
十
四
か
村
に
宛
で
て
発
せ

ら
れ
た
租
税
の
割
付
状
い
わ
ゆ
る
免
状
を
集
計
し
た

も
の
で
あ
る
｡
順
を
追
っ
て
見
て
い
-
と
､
先
ず
検

地
施
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
村
高
の
会
計
は
､
文
化

七
年
に
は
九
千
四
百
三
十
六
石
六
斗
余
に
な
っ
て
い

る
｡
こ
れ
か
ら
九
項
目
に
わ
た
る
諸
屋
敷
引
き
や
欠

規
地
あ
る
い
は
可
作
田
畑
に
関
す
る
年
貢
の
減
免
が

行
を
わ
れ
､
残
高
と
し
て
七
千
八
百
八
石
八
斗
余
が

出
さ
れ
､
こ
れ
に
村
毎
の
土
地
柄
の
善
悪
に
応
じ
た

免
除
率
が
か
け
ら
れ
結
局
七
千
三
百
十
六
石
程
が
本

.

く

∪

の

方

◆

h

ノ

途
年
貢
又
は
本
途
物
戒
と
称
ず
る
い
お
ゆ
る
正
税
割

が
決
定
す
る
｡
し
か
し
こ
れ
に
附
加
税
と
し
て
納
租

手
数
料
と
も
い
う
べ
き
口
樹
や
原
野
山
林
に
課
す
る

野
山
手
な
ど
が
附
加
さ
れ
る
の
で
'
最
終
的
に
は
納

籾
と
し
て
七
千
六
百
十
二
石
六
斗
余
が
示
さ
れ
る
｡

た
だ
大
町
組
は
城
下
町
に
も
遠
-
､
米
生
産
も
少
な

い
方
で
あ
っ
た
た
め
､
江
戸
時
代
中
期
以
降
は
金
納

所
に
切
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
∵
使
っ
て
一
旦

各
村
の
郷
蔵
へ
納
入
さ
れ
た
籾
畠
金
銀
に
替
え
ら
れ
､

蒲
へ
納
入
し
た
も
の
で
あ
る
｡

-
し
▲
b
の
方
○
り

こ
れ
ら
正
税
の
ほ
か
に
小
物
腋
と
称
す
る
い
わ
ば

雑
税
が
あ
る
｡
別
表
の
後
半
に
あ
る
よ
う
に
､
諸
営

業
に
対
す
る
税
や
薪
代
･
椿
代
･
山
柳
代
を
ど
は
銀

貨
や
銭
を
も
っ
て
納
入
す
る
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
小
杉
紙
以
下
の
品
々
は
､
現
物
を
も
っ
て
納
入

す
る
よ
う
に
在
っ
て
い
る
｡
小
杉
紙
は
江
戸
時
代
お

⊥
〃
●
方
†
-
雷
-

よ
そ
ど
の
村
に
も
紙
漣
が
居
り
'
そ
こ
で
漉
き
上
げ

た
も
の
で
あ
る
｡
胡
桃
･
栗
･
渋
柿
出
藍
庫
各
村
々

′
ヽ
る
'
げ

-
否

〟

き
･

1

'

e

し

で
積
れ
た
果
実
で
あ
り
､
掻
漆
は
山
野
の
漆
の
皮
か

ら
生
産
さ
れ
た
粗
漆
で
あ
る
｡
格
の
皮
は
山
中
の
現

八
坂
村
あ
た
り
が
主
生
産
地
で
あ
っ
た
が
､
童
の
多

少
注
あ
っ
て
も
広
-
大
町
組
中
北
部
村
々
に
及
ん
で

生
産
納
入
さ
れ
て
い
た
｡
慶
安
年
代
に
は
､
田
畑
の

検
地
と
併
行
し
て
椿
の
木
の
検
出
が
行
な
あ
れ
で
い

る
｡
真
綿
は
大
町
組
の
ほ
と
ん
ど
の
村
で
養
蚕
が
行

い
可
ゆ
l
I

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
納
税
で
あ
る
｡
増
は
い
ぼ

た
の
木
を
接
と
す
る
い
ぼ
た
ろ
う
虫
の
巣
か
ら
取
れ

る
絶
島
の
粉
で
'
ろ
う
そ
-
の
重
要
在
原
科
で
あ
っ

た
｡
な
お
麻
の
租
税
が
な
い
の
は
､
麻
は
籾
換
算
さ

れ
て
納
め
ら
れ
る
か
ら
で
､
租
税
面
に
は
顔
を
出
し

て
い
を
い
o
以
上
の
租
税
を
通
し
て
み
て
'
多
様
を

田
畑
･
林
野
で
の
生
産
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い

知
る
｡

(
八
坂
第
一
小
字
校
長
)
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七倉豊山総合案内所

′し

価

舵物悼ど山

七
倉
登
山
補
導
所
雑
記

七
倉
登
山
補
導
所
淀
､
北
ア
ル
プ
ス
高
瀬
入
り
七

倉
ダ
ム
に
臨
む
登
用
幕
地
〝
七
倉
〟
　
に
あ
る
｡
｢
岳

の
町
｣
大
町
の
観
光
を
考
え
る
大
町
市
観
光
協
会
が

建
て
た
総
合
案
内
所
で
あ
る
っ

電
源
開
発
に
よ
る
渓
谷
の
観
光
地
化
で
､
早
急
に

こ
の
種
の
施
設
を
つ
-
る
必
要
が
宅
し
た
こ
と
な
ど
､

理
由
は
､
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
｡
計
画
立
案
か
ら
一
年
､

建
設
鶴
の
ほ
と
ん
ど
を
寄
付
金
で
ま
か
な
う
と
い
う

さ
び
し
い
"
お
家
事
構
〟
　
の
中
で
完
成
し
た
の
が
一

昨
年
九
日
の
こ
と
だ
っ
た
｡

山
に
理
解
を
示
し
た
多
く
の
人
た
ち
に
改
め
て
感

謝
申
上
げ
､
つ
く
っ
た
施
設
が
､
そ
の
後
､
目
的
ど

お
り
様
能
し
'
十
二
分
に
効
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と

を
ま
ず
も
っ
て
報
告
し
た
い
｡

登
山
補
導
所
､
そ
の
名
前
の
中
の
〝
補
導
所
〟
　
の

印
象
が
､
一
般
に
好
感
を
持
た
れ
て
い
な
い
こ
と
は

事
実
で
あ
る
｡
私
自
身
､
〝
補
導
〟
　
と
い
う
こ
と
ば

に
は
な
じ
め
を
い
｡
広
辞
苑
で
い
う
"
補
導
〟
　
は
､

お

し

え

'

み

ち

び

く

-

こ

と

と

あ

る

｡

も

っ

と

く

お

し
く
説
明
を
加
え
る
と
､
悪
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う

に
､
正
し
い
こ
と
を
教
え
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

〝
補
導
〟
　
と
い
う
こ
と
ば
を
､
こ
ん
な
ふ
う
に
難
し

く
考
え
を
-
て
も
よ
い
の
だ
が
､
一
般
的
に
は
､
警

察
な
ど
で
使
う
こ
と
が
多
い
の
で
'
｢
補
導
す
る
｣

な
ど
と
い
う
と
､
だ
れ
も
が
抵
抗
を
感
じ
る
ら
し
い
｡

用
の
補
導
所
は
'
登
山
者
に
立
ち
寄
っ
て
積
れ
な

け
れ
ば
意
味
が
な
い
｡
寄
っ
て
貰
う
た
め
に
は
場
所

も
考
え
を
-
て
は
い
け
な
い
｡
場
所
ば
か
り
で
は
な

い
､
立
ち
寄
っ
て
見
た
く
な
る
よ
う
な
ふ
ん
岡
気
を

つ
-
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
ゥ

七
倉
登
山
補
導
所
は
､
そ
ん
な
考
え
も
あ
っ
て
'

｢
登
山
総
合
案
内
所
｣
　
の
看
板
も
一
緒
に
か
け
て
あ

る
｡
登
山
者
が
必
ず
立
ち
寄
っ
た
､
か
つ
て
｢
登
用

案
内
所
｣
　
｢
川
の
案
内
所
｣
　
に
な
る
よ
う
に
と
い
う

田

　

中

　

保

　

平

願
い
が
あ
っ
た
｡

探
検
､
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
登
山
が
`
道
路
の
発

達
､
事
時
代
を
迎
え
て
'
〟
観
光
登
山
〟
　
の
色
合
い

を
濃
-
し
て
い
る
｡
補
導
の
仕
事
も
多
様
化
し
､
駅

前
だ
け
で
は
処
理
出
来
な
い
問
題
も
出
て
き
て
い
る

の
は
た
し
か
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
従
来
の
駅
前
補
導
の
仕
事
で
は
､
夜

行
列
車
で
着
い
て
､
タ
ク
シ
ー
や
'
バ
ス
に
飛
び
乗

り
､
登
り
口
ま
で
一
気
に
と
は
す
登
山
者
と
の
ふ
れ

合
い
は
求
め
て
も
無
理
で
あ
る
｡
ふ
れ
合
い
が
な
く

で
､
対
話
が
な
く
て
は
補
導
な
ど
満
足
に
出
来
る
も

の
で
は
な
い
｡

川
の
遭
難
事
故
防
圧
'
救
助
活
動
に
欠
か
せ
を
い

登
用
計
画
書
や
､
登
山
者
カ
ー
ド
に
つ
い
て
'
"
用
と

渓
谷
〟
八
月
号
が
と
り
上
げ
て
く
れ
た
｡
行
届
い
た

調
査
､
細
か
い
資
料
で
､
登
山
者
に
｢
登
出
席
｣
が

絶
対
に
必
要
で
あ
り
､
モ
ラ
ル
以
前
に
考
え
を
は
れ

ぱ
い
け
な
い
当
然
の
手
箱
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に

は
共
感
す
る
｡

｢
登
用
届
｣
が
一
〇
〇
%
出
さ
れ
て
当
然
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
､
現
実
に
は
､
そ
う
は
い
か
な
い
｡

届
け
が
義
務
と
考
え
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
が
､
長
野

県
で
は
任
意
で
あ
る
｡
一
〇
〇
%
出
し
て
賞
う
た
め

に
は
工
夫
が
必
要
だ
｡

登
山
者
に
必
要
性
を
理
解
し
て
賞
う
ー
-
そ
れ
に
は

対
話
が
必
要
で
あ
る
｡
対
話
の
出
来
る
環
境
を
つ
-

る
-
補
導
所
の
場
所
を
考
え
､
そ
し
て
､
補
導
所
の

抵
抗
感
を
和
ら
げ
る
手
だ
て
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
ん

な
こ
と
が
､
協
会
幹
部
や
'
両
仲
間
の
間
で
論
議
､

検
討
さ
れ
七
倉
登
山
補
導
所
が
誕
生
し
た
｡

高
瀬
谷
か
ら
入
る
登
両
道
は
幾
つ
か
あ
る
｡
そ
の

ど
の
コ
ー
ス
も
七
倉
の
補
導
所
を
経
由
す
る
｡
だ
か

ら
､
こ
の
方
面
へ
の
登
用
は
洩
れ
な
く
立
ち
寄
っ
て

く
れ
る
と
い
う
計
算
が
あ
っ
た
｡

こ
の
建
物
は
十
坪
余
り
､
木
造
平
屋
建
'
テ
ラ
ス

は
玄
関
両
サ
イ
ド
に
広
く
と
り
､
そ
の
床
を
高
-
し

て
荷
物
を
背
負
っ
た
ま
ま
で
休
息
出
来
る
よ
う
に
工

夫
し
た
｡
伝
言
板
も
つ
-
っ
た
し
'
セ
ル
フ
サ
ー
ビ

ス
で
湯
茶
も
用
意
し
て
あ
る
｡
私
も
敢
え
て
補
導
員

の
腕
章
は
つ
け
を
い
こ
と
に
し
て
い
る
｡
そ
ん
な
こ

と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
､

登
山
者
は
ベ
テ
ラ
ン
も
'
初
心
者
も
関
係
な
く
立
ち

寄
っ
て
く
れ
る
｡

テ
ラ
ス
の
軒
先
に
は
緊
急
用
の
鐘
を
吊
し
た
｡
教

会
な
ど
に
あ
る
の
と
同
じ
タ
イ
プ
の
鐘
で
あ
る
｡
山

小
屋
ム
ー
ド
が
気
に
入
っ
た
と
､
登
山
者
ば
か
り
で

な
く
へ
観
光
客
に
も
な
か
な
か
の
人
気
で
あ
る
｡

ま
た
建
物
の
前
に
廃
品
の
郵
便
ポ
ス
ト
を
据
え
て

登
山
者
カ
ー
ド
や
計
画
書
､
伝
言
入
れ
に
使
っ
て
い

る
｡
も
ち
論
､
補
導
所
不
在
の
場
合
に
た
け
利
用
し

て
髄
う
の
だ
が
､
ホ
ン
物
の
郵
便
ポ
ス
ト
に
聞
違
え

ら
れ
て
は
困
る
の
で
､
赤
い
色
を
黄
色
-
塗
り
か
え
､

登
山
者
の
た
め
の
｢
安
全
ポ
ス
ト
｣
　
の
名
前
も
つ
け

て
あ
る
｡

こ
の
ポ
ス
ト
'
テ
ラ
ス
の
鐘
､
同
様
､
大
変
な
人

気
で
､
グ
ル
ー
プ
の
記
念
写
真
に
捕
る
人
が
多
い
｡

ポ
ス
ト
の
あ
る
施
設
'
場
所
を
名
所
化
し
て
､
関
西

の
女
子
大
パ
ー
テ
ィ
ー
が
持
参
し
た
登
山
計
画
書
の

地
図
の
中
に
"
ポ
ス
ト
の
お
山
″
　
と
か
､
｢
ポ
ス
ト
の

あ
る
案
内
所
″
　
と
か
記
入
し
て
い
た
の
に
は
び
っ
-

り
し
た
｡

環
境
が
人
を
招
-
と
い
う
の
か
､
補
導
所
は
'
こ

の
よ
う
に
し
て
､
い
つ
も
賑
お
う
｡
心
配
し
た
カ
ー

ド
の
提
出
は
一
〇
〇
%
で
あ
る
｡
と
き
に
は
観
光
客

も
含
め
て
休
息
所
に
な
っ
た
り
､
救
護
所
に
在
っ
た

り
'
そ
し
て
遭
難
時
に
は
'
家
族
の
待
機
所
に
も
な

る
｡
協
会
の
前
身
だ
っ
た
｢
登
山
案
内
所
｣
時
代
は
､

よ
く
こ
う
し
た
風
景
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
｡

七
倉
登
山
補
導
所
と
､
七
倉
登
山
総
合
案
内
所
の
二

つ
の
名
前
を
持
つ
こ
の
施
設
は
'
遭
難
救
助
､
防
圧

活
動
だ
け
の
補
導
所
で
は
な
く
､
｢
岳
の
町
｣
　
の
案

内
所
と
し
て
､
か
つ
て
の
｢
登
山
案
内
所
｣
が
再
生

し
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
｡

博
物
館
だ
よ
り

企
画
展
　
畦
地
栴
太
郎
山
岳
版
画
展

お
が
園
を
代
表
す
る
版
画
家
の
一
人
で
､
図
両
会

会
員
､
円
本
版
画
的
会
名
誉
会
員
の
畦
地
梅
太
郎
氏

の
版
画
展
が
特
別
展
示
室
で
開
催
さ
れ
る
｡

出
品
作
は
代
表
作
で
あ
る
｢
白
い
條
｣
｢
わ
か
れ
｣

｢
両
に
叫
ぶ
｣
な
ど
4
0
点
が
展
示
さ
れ
る
っ

期
間
　
七
月
二
十
五
日
よ
り
八
目
二
十
二
日
ま
で

入
館
料
　
大
人
三
百
円
'
高
校
牛
二
百
円
､
小
･
中

予
牛
百
円

三
十
名
川
上
聞
休
割
引
が
あ
り
ま
す
)

ラ
イ
チ
ョ
ウ
嬬
化

五
つ
が
い
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
山
岳
博
物
館
の
飼
育

舎
で
産
卵
し
た
後
､
抱
卵
を
開
始
し
'
七
日
八
日
か

ら
七
日
十
七
日
に
か
け
て
緒
化
し
た
｡
三
十
羽
の
椎

が
順
調
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
｡

山

と

博

物

館

　

第

　

2
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