
幡
多
郡
大
正
町
木
屋
が
内
は
、
藩
政
時
代
の
上
山
郷
木
屋
が
内
村
で
、
こ
の

内
に
赤
岩
、
古
宿
と
い
う
、
慶
長
の
地
検
帳
に
出
て
い
る
古
い
小
集
落
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
昔
か
ら
毎
年
盆
の
旧
七
月
十
四
日
に
お
セ
ガ
ケ
と
い
う
行
寧
が

の
こ
っ
て
い
る
。
古
式
を
今
に
伝
え
て
ま
こ
と
に
床
し
い
も
の
が
あ
る
。

総
戸
数
は
古
宿
・
赤
岩
を
合
せ
て
八
戸
位
で
あ
る
が
、
両
地
区
は
年
々
交
替

で
当
屋
の
家
に
地
区
の
老
若
男
女
が
集
り
、
盛
ん
な
施
餓
鬼
供
養
を
営
ん
で
い

る
。
当
屋
の
庭
に
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
戦
竿
を
立
て
、
三
角
形
の
額
縁
の
形
を

し
た
も
の
を
職
竿
の
て
っ
べ
ん
に
取
り
つ
け
、
こ
れ
に
昔
供
養
し
た
仏
の
戒
名

や
菩
提
の
文
字
を
書
い
た
五
色
の
長
さ
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
織
七
流
を
通
し

て
、
三
角
形
を
頂
点
に
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
に
八
方
へ
引
張
っ
て
飾
る
。
戦
の

古
い
も
の
は
、
麻
織
で
草
染
で
五
色
に
染
め
分
け
て
あ
る
。

こ
の
織
を
張
っ
た
元
へ
、
四
本
の
青
竹
を
立
て
て
、
こ
れ
に
二
尺
四
方
位
に

青
竹
を
編
ん
で
棚
を
取
り
つ
け
る
。
こ
の
棚
に
芭
蕉
の
葉
を
ひ
ろ
げ
て
敷
物
と

し
、
そ
の
上
に
供
物
を
飾
る
。
今
年
の
初
穂
で
あ
る
キ
ビ
、
ナ
ス
、
プ
ン
ゴ
イ

モ
、
栗
、
柿
な
ど
を
御
神
酒
と
共
に
ま
つ
る
。
こ
の
他
に
お
茶
、
炊
き
初
穂

（
御
飯
）
を
供
え
、
線
香
を
く
ゆ
ら
し
、
昔
は
ワ
ラ
ビ
餅
を
こ
し
ら
え
、
こ
れ

を
ひ
ら
た
く
し
て
棚
に
渡
し
て
あ
る
肖
竹
に
ま
た
が
し
て
掛
け
、
こ
れ
を
お
笠

と
い
っ
て
三
個
供
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
ワ
ラ
ピ
餅
の
代
用
に
も
ち

米
の
餅
を
使
っ
て
い
る
。

寺
で
僧
侶
に
祈
念
し
て
も
ら
っ
た
お
札
紙
を
棚
の
四
方
の
青
竹
に
結
ん
で
も
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伊

与

木

定

大
正
町
奥
地
に
の
こ
る
施
餓
鬼
行
事

れ
、
提
灯
を
ぷ
ら
さ
げ
て
夜
這
に
出
か
け
ま
し
た
。
夜
明
け
方
、
泊
力
屋
に
ひ

ろ
げ
た
八
畳
敷
の
大
布
団
に
、
八
方
か
ら
冷
え
た
足
を
突
込
ん
の
は
昔
語
り

で
、
今
は
女
性
も
交
え
、
七
夕
の
飾
り
が
出
来
る
と
、
川
辺
に
キ
ャ
ン
プ
・
フ

ァ
イ
ヤ
ー
を
楽
し
む
よ
う
に
、
近
代
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇

お

盆

お
盆
は
、
十
四
日
が
精
霊
迎
え
、
十
五
日
が
祭
り
、
十
六
日
は
盆
送
り
と
、

三
カ
日
が
盆
休
み
で
す
。
七
月
十
四
日
、
お
座
敷
に
祭
壇
を
設
け
て
、
位
碑
を

迎
え
ま
す
、
祭
壇
は
、
若
竹
に
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
茎
、
里
芋
等
を
添
え
て
両

く
す

脇
に
建
て
、
花
の
咲
い
た
葛
の
蔓
を
門
型
に
結
び
、
壇
に
は
芭
蕉
を
敷
き
、
か

ぼ
ち
ゃ
、
茄
子
等
の
野
菜
、
手
造
り
の
煎
り
餅
等
の
他
に
、
分
家
や
類
族
筋
か

ら
贈
ら
れ
た
、
菓
子
、
そ
う
め
ん
等
を
お
供
と
し
て
、
香
を
た
き
ま
す
。

お
や
つ
近
く
、
「
火
を
灯
し
に
行
こ
う
や
」
と
誘
い
の
声
が
か
か
り
走
す
、

か
ね
て
用
意
の
松
明
、
（
本
来
は
油
の
多
い
栴
に
麻
が
ら
を
添
え
た
も
の
）
を

か
か
え
て
、
墓
地
付
近
の
道
に
集
ま
り
ま
す
。
や
が
て
高
さ
―
•
五
米
ば
か
り

の
若
竹
五
本
と
、
三
米
ば
か
り
の
一
段
高
い
二
本
の
竹
を
路
添
い
に
建
て
、
こ

れ
に
火
を
点
じ
ま
す
。
黒
い
煙
を
あ
げ
て
炎
々
と
燃
え
つ
づ
け
る
と
こ
ろ
、
杖

に
す
が
っ
て
松
明
を
仰
ぐ
老
爺
、
路
傍
に
し
ゃ
が
ん
で
物
思
い
に
ふ
け
る
中

老
、
器
に
お
米
を
入
れ
、
お
水
を
持
っ
た
主
婦
、
煙
の
ゆ
ら
ぐ
千
香
を
手
に
す

る
老
婆
、
無
心
に
は
し
や
ぐ
子
供
の
群
、
黄
色
い
落
日
を
浴
び
て
、
仏
と
人
間

の
世
界
が
入
り
ま
じ
る
種
々
相
が
し
ば
し
描
か
れ
ま
す
ー
ー
、
や
が
て
、
下
火

に
な
る
と
、
松
明
を
一
カ
所
に
集
め
、
竹
竿
を
こ
の
上
に
重
ね
て
燃
す
と
、
パ

ー
ン
、
パ
ー
ン
と
爆
竹
が
お
こ
り
ま
す
。
「
さ
あ
、
仏
様
が
ご
ざ
っ
た
」
と
、

そ
の
火
に
水
を
注
ぎ
米
を
撒
い
て
一
拝
の
の
ち
、
各
々
の
塞
地
へ
参
拝
に
向
い

ま
す
、
こ
の
夜
、
不
幸
の
あ
っ
た
家
に
は
、
初
盆
と
称
し
て
参
拝
に
向
か
い
、

軒
下
に
竹
竿
を
つ
る
し
、
こ
れ
に
多
く
の
灯
籠
を
か
か
げ
て
霊
を
杞
り
ま
す
。

． 

翌
十
五
日
は
休
み
、
十
六
日
に
は
盆
飾
り
を
近
く
の
谷
川
に
流
し
て
送
り
ま
す

が
、
こ
の
日
は
厄
日
と
さ
れ
、
水
泳
、
山
仕
事
な
ど
は
い
ま
し
め
ら
れ
ま
す
、

か
く
し
て
、
盆
三
日
の
休
み
が
終
り
ま
す
。

金

剛

草

履

盆
三
日
の
う
ち
、
十
六
日
に
は
、
長
者
の
泉
、
大
植
に
は
、
金
剛
草
履
を
作

る
風
習
が
残
っ
て
い
ま
す
、
こ
の
日
は
、
地
蔵
や
阿
弥
陀
如
来
を
杞
る
、
お
寺

又
は
お
堂
と
称
す
る
場
所
に
集
ま
っ
て
、
大
き
な
草
履
を
作
り
ま
す
、
周
り
凡

そ
一
米
五
十
糎
、
長
さ
五
十
桐
程
も
あ
る
も
の
で
す
、
こ
れ
に
長
さ
三
十
糎
、

巾
十
糎
ば
か
り
の
、
た
ら
の
木
で
造
っ
た
白
木
の
板
に
、
大
き
な
歯
型
の
切
り

込
み
を
刻
ん
だ
も
の
を
添
え
、
五
米
ば
か
り
の
竹
竿
の
先
に
し
ば
り
つ
け
て
、

部
落
の
境
に
立
て
ま
す
、
こ
れ
は
、
魔
除
け
と
し
た
も
の
で
、
こ
の
村
に
は
、

こ
ん
な
大
歯
を
持
っ
た
人
間
、
こ
ん
な
大
草
履
を
は
く
大
男
が
居
る
ぞ
ー
と
、

威
嚇
す
る
も
の
で
、
殊
に
、
草
履
は
、
鼻
緒
の
付
け
根
か
ら
あ
と
が
、
作
り
か

け
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
相
手
に
よ
っ
て
、
ま
だ
こ
れ
か

ら
、
い
く
ら
で
も
大
き
く
作
り
足
す
必
要
が
あ
る
大
の
男
だ
と
い
う
意
味
で

す
、
一
寸
笑
わ
せ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

◇ 
ヒ

ダ

ナ

の

こ

と

土
佐
清
水
市
中
ノ
浜
で
は
、
若
い
衆
の
娯
楽
の
一
っ
と
し
て
地
芝
居
を

し
た
時
、
露
天
の
観
覧
席
の
中
央
に
マ
ス
（
枡
）
と
い
っ
て
竹
で
周
囲
を

か
こ
ん
だ
畳
半
枚
敷
ほ
ど
の
さ
じ
き
を
つ
く
る
風
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
土

地
で
ヒ
ダ
ナ
（
干
棚
）
と
よ
ん
で
、
部
落
の
旦
那
衆
（
ツ
）
や
そ
の
家
族

の
座
と
し
、
ヒ
ダ
ナ
で
は
飲
み
食
い
し
な
が
ら
芝
居
を
見
た
と
い
う
。
ヒ

ダ
ナ
は
、
部
落
で
六
カ
所
ほ
ど
つ
く
っ
た
と
い
う
。
（
田
城
友
義
）

あ
る
。
施
餓
鬼
供
養
が
始
ま
る
と
、
音
頭
の
小
野
川
磯
太
郎
老
人
が
、
ま
ず

オ
ー
ミ
ド
ー
ナ
ー
ム
オ
ー
ミ
ド
ー

と
唱
え
、
つ
づ
い
て
脇
音
頭
が
、

エ
ー
ナ
ー
ム
オ
ー
ミ
ド
ー

と
唱
え
る
。
同
時
に
鉦
と
太
鼓
を
四
拍
手
に
た
た
く
。
一
同
こ
れ
に
唱
和
し

て
、
こ
れ
を
「
ひ
と
に
わ
（
一
庭
）
」
と
い
う
。
右
の
よ
う
な
こ
と
を
次
の
供

養
仏
の
順
序
に
よ
り
、
計
百
三
十
三
庭
を
繰
り
返
し
て
唱
和
す
る
。

二

十

一

に

わ

御

大

師

様

五

十

三

に

わ

大

せ

が

け

様

三

十

五

に

わ

皆

念

仏

様

三

に

わ

日

天

月

天

様

三

に

わ

氏

神

様

三

に

わ

氏

仏

様

三

に

わ

水

の

神

山

の

神

様

三

に

わ

た

い

こ

、

か

ね

様

三

に

わ

旗

主

様

三

に

わ

地

神

荒

神

様

三

に

わ

山

み

さ

き

川

み

さ

き

様

一
年
一
度
の
精
霊
に
対
す
る
慰
霊
供
脊
で
あ
る
の
で
、
部
落
の
人
々
は
老
若

男
女
一
同
が
当
屋
に
集
合
し
て
盛
大
に
念
仏
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
新
仏
の
初

盆
が
あ
る
場
合
は
、
他
に
「
七
に
わ
」
の
オ
ー
ミ
ド
ー
を
唱
え
て
精
霊
の
冥
福

を
祈
る
。
以
上
の
行
事
が
終
る
と
お
供
え
し
て
あ
っ
た
御
神
酒
を
一
同
が
い
た

だ
き
、
少
し
気
分
が
出
て
く
る
と
盆
踊
り
に
移
る
。
踊
り
の
音
頭
さ
ん
は
太
鼓

に
合
わ
し
て
石
童
丸
や
八
百
屋
お
七
な
ど
の
文
句
を
ク
ド
イ
、
踊
り
の
衆
は
そ

れ
を
ハ
ヤ
シ
な
が
ら
三
拍
子
で
行
き
っ
戻
り
つ
踊
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
若

い
娘
さ
ん
達
は
網
笠
を
か
ぶ
り
赤
い
た
す
き
を
掛
け
、
白
た
び
を
履
い
て
織
の

下
の
精
霊
棚
を
中
心
に
行
き
つ
戻
り
つ
廻
っ
て
盛
ん
な
盆
踊
り
を
や
っ
て
終
夜

踊
り
く
る
う
の
で
あ
る
。

こ
の
他
下
津
井
、
下
道
、
中
津
川
本
村
、
森
力
市
、
四
手
の
川
で
も
行
わ
れ

て
い
る
。
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