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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

哲
多
町
史
通
史・
資
料
編
は
今
年
か
ら
本
格

的
に
調
査
活
動
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

な
に
と
ぞ
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
つ
い
に
二
〇

〇
〇
年
に
突
入
し
ま
し
た
。
世
間
で
は
年
末

よ
り
ミ
レ
ニ
ア
ム
騒
動
の
様
相
を
呈
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
現
代
の
世
紀

末
感
の
一
端
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
現
代
の
場
合
、
日
付
管
理
の
問
題
に
よ

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
誤
作
動
が
、
地
球
規
模

で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
社
会
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
の
が
不
安

の
原
因
で
す
が
、
実
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
〇

年
ほ
ど
前
に
も
ミ
レ
ニ
ア
ム
騒
動
が
あ
り
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
計

算
機
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
当
時
の
日
本
は
西

暦
を
使
い
ま
せ
ん
の
で
、
西
暦
一
〇
〇
〇
年

だ
と
い
う
こ
と
で
騒
動
が
お
き
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
騒
動

は
、
当
時
の
人
々
の
世
界
観
に
関
わ
る
も
の

で
し
た
。

　
ち
な
み
に
西
暦
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
と
、

平
安
時
代
に
な
り
ま
す
が
、
一
条
天
皇
の
治

世
で
長
保
二
年
に
あ
た
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

藤
原
道
長
が
全
盛
期
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
期
で

す
。
紫
式
部
の
源
氏
物
語
な
ど
が
成
立
す
る

頃
で
す
。
平
安
時
代
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
騒
動
は
、

こ
の
西
暦
一
〇
〇
〇
年
の
こ
と
で
は
な
い
の

で
す
が
、
道
長
の
子
頼
通
が
権
勢
を
ふ
る
っ

て
い
た
永
承
七
年（
一
〇
五
二
）
が
、
お
釈

迦
様
が
入
滅
し
て
、
正
法・
像
法
の
二
〇
〇

〇
年
が
過
ぎ
、
末
法
の
世
に
入
る
年
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
末
法
観
は
、
仏

法
が
行
わ
れ
ず
国
が
乱
れ
る
と
い
う
も
の
で
、

仏
法
に
と
っ
て
の
世
の
末
を
意
味
し
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
支
配
的
地
位
に
あ

る
権
力
者
を
中
心
に
、
ま
さ
に
世
紀
末
騒
動

が
お
き
ま
し
た
。
道
長
は
、
吉
野
の
金
峯
山

に
参
詣
し
、
極
楽
往
生
を
願
い
法
華
経
な
ど

を
経
筒
に
収
め
埋
納
し
た
り
、

無
量
寿
院

（
御

堂
）
を
建
立
し
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
に
す
が

り
ま
す
。
ま
た
道
長
の
子
頼
通
も
日
本
有
数

の
阿
弥
陀
堂
建
築
で
あ
る
宇
治
の
平
等
院
鳳

凰
堂
を
天
喜
元
年（
一
〇
五
三
）
に
完
成
さ

せ
ま
す
。
平
等
院
は
、
こ
の
末
法
年
に
向
け

て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
当
時
の
院・

上
級
貴
族
は
、
競
っ
て
多
く
の
善
行
を
積
も

う
と
し
て
、
造
寺・
造
仏
に
明
け
暮
れ
る
の

で
す
が
、
受
領
と
呼
ば
れ
る
地
方
支
配
に
従

事
す
る
中
下
級
貴
族
も
、
恐
ら
く
見
返
り
を

期
待
し
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
ぞ

っ
て
私
財
を
提
供
し
協
力
し
ま
し
た
。
彼
ら

は
直
接
的
に
は
現
世
で
の
見
返
り
を
期
待
し

つ
つ
、
ま
た
多
少
と
も
功
徳
を
積
む
こ
と
で
、

極
楽
で
の
生
活
を
夢
見
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
こ
ろ
よ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
力
に
よ

り
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
考
え

方
が
急
速
に
、
日
本
の
隅
々
に
ま
で
広
が
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
極
楽
浄
土

は
、
西
方
に
あ
た
り
ま
す
が
、
難
波
の
四
天

王
寺
の
西
門
が
極
楽
浄
土
の
東
門
に
対
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
四
天
王

寺
の
西
の
海
岸（
今
は
街
で
す
が
昔
は
海
で

し
た
）
か
ら
入
水
す
る
人
も
い
ま
し
た
。
こ

う
し
た
救
済
方
法
の
流
行
を
考
え
ま
す
と
、



今
よ
り
も
、
も
っ
と
深
刻
な
騒
動
だ
っ
た
と

い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
平
安
時
代
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
騒
動
は
、

古
代
と
い
う
時
代
の
終
わ
り
、
も
し
く
は
終

わ
り
の
始
ま
り
を
示
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

（
学
説
的
に
は
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
）

。

こ
の
頃
よ
り
中
世
お
い
て
特
徴
的
な
支
配
－

被
支
配
の
関
係
や
人
々
の
生
活・
生
産
を
通

じ
た
社
会
関
係
な
ど
、
基
本
的
な
骨
格
が
で

き
あ
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
古
代
と
い
う
時
代

が
準
備
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
要
素
が
、
中
世
と

い
う
時
代
に
引
き
継
が
れ
徐
々
に
開
花
し
て

ゆ
く
時
期
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
現
代
の
ミ

レ
ニ
ア
ム
騒
動
が
そ
う
し
た
大
き
な
変
化
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
後

の
一
〇
〇
〇
年（
西
暦
三
〇
〇
〇
年
！
）
が

人
類
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
代
と
な
る
の

か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
の
ミ
レ

ニ
ア
ム
騒
動
は
、
平
安
時
代
の
ミ
レ
ニ
ア
ム

騒
動
に
比
べ
る
と
ま
っ
た
く
物
足
り
な
い
気

が
い
た
し
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
の
担
当
し
ま
す
古
代
史
は
、

こ
の
時
代
を
上
限
と
し
て
、
さ
ら
に
古
い
時

代
が
対
象
で
す
。
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、
日

本
列
島
の
社
会
に
水
稲
耕
作
の
文
化
が
伝
わ

っ
て
以
降
、
血
縁
組
織
な
ど
人
間
の
基
礎
的

な
生
産
と
生
活
の
単
位
が
複
雑
化
す
る
な
か

で
、「
公
共
」
的
な
性
格
を
も
つ
問
題
の
解
決

が
、
ま
さ
に
地
方
行
政
機
構
や
国
家
な
ど
の

機
関
に
委
ね
ら
れ
は
じ
め
る
時
代
を
古
代
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
研
究
方
法
が
文
字
に
残
さ

れ
た
史
料
を
中
心
と
し
ま
す
の
で
、
お
の
ず

と
限
界
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
い

わ
ゆ
る
魏
志
倭
人
伝
な
ど
の
三
世
紀
頃
を
下

限
と
し
て
、
大
体
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
列

島
支
配
が
始
ま
り
、
や
が
て
八
世
紀
に
至
り

律
令
国
家
と
し
て
結
実
し
、
中
世
的
な
社
会

関
係
が
で
き
る
ま
で
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
町
史
と
の
関
わ
り
で
、
少
々
具
体
的
に
言

い
ま
す
と
、
哲
多
町
は
現
在
で
は
岡
山
県
阿

哲
郡
に
属
し
ま
す
が
、
古
代
以
来
、
備
中
国

哲
多
郡
（
手
田
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
）
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
キ
ビ
と
い
う
ま

と
ま
り
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
の

で
す
が
、
こ
う
し
た
キ
ビ
の
地
域
社
会
は
ど

の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
キ

ビ
の
地
域
社
会
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
ど
の
よ
う

な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
か
は
大
問
題

で
す
。
さ
ら
に
、
六
世
紀
に
は
地
域
の
豪
族

を
国
造
（
く
に
の
み
や
つ
こ
）
に
編
成
し
、

ヤ
マ
ト
の
王
権
に
貢
納
と
奉
仕
を
義
務
付
け

る
体
制
が
で
き
ま
す
が
、
こ
う
し
た
国
造
制

の
具
体
的
な
在
り
方
も
問
題
と
な
り
ま
す
。

国
造
の
ク
ニ
を
基
礎
に
七
世
紀
中
葉
に
は
評

（
こ
ほ
り
）
が
作
ら
れ
、
こ
れ
が
八
世
紀
に

い
た
り
大
宝
令
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
で
郡
と

な
り
ま
す
。
国
は
評
の
成
立
よ
り
少
し
遅
れ

七
世
紀
の
末
に
成
立
し
ま
す
。
こ
う
し
て
律

令
国
家
が
完
成
す
る
こ
と
で
国
郡
制
の
枠
組

み
が
で
き
あ
が
る
の
で
す
が
、
最
も
基
本
的

な
単
位
に
は
郡の
下
の
五
〇
戸
単
位
の
組
織

で
あ
る
里
が
あ
り
ま
し
た
。
哲
多
町
史
で
は

こ
の
里
（
郷
）
レ
ベ
ル
で
の
生
活
の
歴
史
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
史
料
の
残
存

状
况
か
ら
大
変
な
困
難
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、

な
ん
と
か
皆
様
の
御
期
待
に
答
え
た
く
思
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
力
添
え
い
た
だ
け
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（『
広
報
て
っ
た
』三
四
二
、
二
〇
〇
〇・
一）


