
　

西
条
市
に
て
、
こ
れ
ら
に
驚
か
さ
れ
た
の

は
、
あ
れ
は
確
か
愛
媛
県
の
近
代
化
遺
産
調
査

の
頃
だ
か
ら
、
も
う
10
年
以
上
前
の
平
成
23

年
頃
だ
っ
た
か
。
こ
ん
な
の
が
残
っ
て
い
た
と

は
！
当
時
の
率
直
な
感
想
だ
っ
た
。
そ
の
こ
れ

ら
と
い
う
の
は
、
“
奉
安
殿
”
の
事
。

　

と
、
字
面
を
見
て
も
、
果
た
し
て
こ
れ
が
何

の
事
か
分
か
る
読
者
が
さ
て
何
割
い
る
の
だ
ろ

う
。
戦
後
79
年
、
来
年
で
80
年
が
経
過
す
る
。

当
時
を
リ
ア
ル
に
知
る
世
代
は
既
に
激
減
、
そ

の
戦
時
中
の
出
来
事
に
話
は
遡
る
。
奉
安
殿
、

ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
戦
前
期
教
育
の
象
徴
と

言
っ
て
い
い
建
物
。
そ
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
武
家
政
権
が
倒
さ
れ
近
代
明
治
が
ス
タ
ー

ト
し
て
直
後
の
明
治
5
年
、
皇
国
史
観
に
基
づ

く
皇
紀
（
神
武
天
皇
即
位
か
ら
の
起
算
）
が
採

用
さ
れ
る
。
そ
の
皇
紀
2
5
5
0
年
に
当
た
る

同
23
年
に
教
育
勅
語
が
制
定
さ
れ
、
全
国
の
学

校
に
奉
安
庫
と
か
奉
安
所
と
し
て
校
舎
内
に
整

備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。　

　

そ
の
勅
語
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
旧
大
日
本

帝
国
下
に
お
け
る
修
身
・
道
徳
教
育
の
規
範
で

あ
り
、
新
年
、
紀
元
節
（
2
／
11
）
、
天
長
節

（
4
／
29
）
、
明
治
節
（
11
／
3
）
な
ど
の
儀

式
に
は
必
ず
用
い
ら
れ
た
。
同
43
年
頃
か
ら
御

真
影
（
天
皇
の
写
真
）
の
下
賜
も
始
ま
り
、
軍

国
主
義
の
高
ま
り
も
あ
っ
て
昭
和
10
年
頃
か

ら
は
、
耐
火
耐
震
構
造
の
別
棟
奉
安
殿
が
各
学

校
に
盛
ん
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う

し
た
皇
民
化
教
育
の
頂
点
が
同
15
年
（
皇
紀

二
千
六
百
年
）
、
全
国
各
地
で
は
華
々
し
く
祭

典
が
催
さ
れ
た
。
当
時
の
校
長
の
最
大
責
務
は

勅
語
と
御
真
影
の
守
護
で
あ
り
、
奉
安
殿
の
前

を
通
る
際
に
子
供
は
敬
礼
が
義
務
付
け
ら
れ
、

そ
れ
を
怠
る
と
ビ
ン
タ
を
張
ら
れ
た
と
い
う
体

験
の
古
老
の
話
も
。

　

や
が
て
同
20
年
に
敗
戦
と
な
り
、
連
合
国
軍

（
G
H
Q
）
が
進
駐
し
、
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
に
よ
る
戦
後
統
治
が
始
ま
る
。
当

然
軍
備
解
体
は
お
ろ
か
、
こ
う
し
た
精
神
教
育

の
支
柱
で
あ
っ
た
奉
安
殿
に
対
し
て
は
、
全
国

で
破
却
命
令
が
実
施
さ
れ
る
。
と
い
う
訳
だ
か

ら
、
西
条
に
お
け
る
当
初
の
私
の
驚
き
は
、
あ

る
ハ
ズ
の
無
い
も
の
が
眼
前
に
存
在
す
る
と
い

う
、
ナ
マ
奉
安
殿
の
発
見
？
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た

次
第
な
の
だ
っ
た
。

　

調
べ
る
と
、
内
子
町
大
瀬
に
も
１
基
あ
り
、

西
条
市
内
に
4
基
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ

て
ま
だ
他
に
も
あ
る
、
と
。
新
た
に
4
例
の
報

告
が
上
が
る
。
や
は
り
と
言
う
べ
き
か
西
条
市

内
に
も
う
3
基
、
加
え
て
今
治
市
か
ら
も
1

基
。
な
ん
て
こ
っ
た
。

　

そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
、
紙
幅
の
許
さ
れ
る
範

囲
簡
単
に

ご
紹
介
し

た
い
。
ち

な
み
に
何

れ
も
も
ち

ろ
ん
の
こ

と
現
地
で

は
な
く
、

移
設
保
存

で
あ
る
。

ま
ず
西
条

市
か
ら
、

①
千せ

ん

町じ
ょ
う

国

民
学
校
の

奉
安
殿
が

近
く
の
近

江
神
社
の
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242024.7



本
殿
と
し

て
鎮
座

さ
れ
て
い

る
。次
に

②
禎
瑞
国

民
学
校
の

も
の
が
堤

防
上
に
蛭え

び

子す

神
社
と

し
て
。
③

大
町
国
民

学
校
の
も

の
が
禎
瑞

の
補ふ

陀だ

洛ら
く

寺じ

墓
地
に
、

こ
ち
ら
は

ナ
ン
ト
嘉か

母も

神
社
の

神
官
石
川

家
墓
所
に

変
化
し
て

い
る
。次
い

で
石
鎚
神

社
境
内
に

天
皇
宮
と

し
て
合
祀

さ
れ
て
い

る
の
が
、
近
く
の
④
旧
橘
国
民
学
校
の
も
の
と

さ
れ
る
。
何
れ
も
石
造
（
花
崗
岩
製
）
で
ほ
ぼ

同
タ
イ
プ
。

　

最
近
の
報
告
例
と
し
て
は
、
⑤
旧
神か

ん

戸べ

国

民
学
校
の
も
の
が
現
在
の
神
戸
小
の
北
側

3
0
0
m
ほ
ど
の
位
置
に
あ
る
藪や

ぶ

之の

内う
ち

神
社
、

こ
れ
も
石
造
の
同
タ
イ
プ
。
⑥
旧
氷
見
国
民

学
校
の
も

の
が
石い

わ

岡お
か

神
社
境
内

に
移
設
さ

れ
て
い
る

が
、
こ
れ

の
み
は
木

造
の
神
社

型
式
。
そ

し
て
、
愛

媛
新
聞
報

道
が
あ
っ

て
知
り
得

た
の
が
⑦

旧
三
芳
国

民
学
校
の

奉
安
庫
。

こ
ち
ら
は

個
人
が
所

蔵
さ
れ
て

い
た
も
の
で
、
か
つ
て
は
屋
内
（
講
堂
か
？
）

で
使
用
さ
れ
た
タ
イ
プ
、
現
在
は
西
条
市
に
寄

贈
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
驚
き
の
連
絡
が
今
治
市
教
委

の
山
本
達
也
氏
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
。
早
速
現

地
に
。
す
る
と
そ
れ
は
今
治
駅
前
の
個
人
宅
に

あ
り
、
そ
の
建
物
下
部
の
銘
か
ら
⑧
今
治
実
践

商
業
学
校
と
あ
る
。
私
立
の
学
校
を
経
営
さ
れ

て
い
た
方
の
ご
子
孫
宅
に
。
県
内
の
現
存
例
で

は
初
の
洋
風
建
築
。

　

当
時
の
社
会
情
勢
も
あ
っ
て
か
、
ど
の
奉
安

殿
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
記
録
ら
し
い
も
の
が
ま
だ

見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
G
H
Q
の
指
示
に
逆
ら

う
行
為
が
堂
々
と
出
来
る
ハ
ズ
も
な
く
、
な
の

で
密
か
に
事
は
運
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ

れ
る
が
、
大
瀬
国
民
学
校
（
内
子
町
）
の
そ
れ

（
木
造
）
も
、
大
瀬
中
学
校
の
近
く
の
山
陰

に
ひ
っ
そ
り
と
星
中
神
社
と
し
て
祀
ら
れ
て
お

り
、
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
た
存
在
ら
し
い
立
地

で
あ
る
。

　

何
れ
に
し
て
も
、
西
条
市
の
場
合
は
こ
れ
だ

け
多
く
の
奉
安
殿
が
遺
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い

て
、
記
録
が
無
い
と
は
言
え
、
神
官
石
川
梅
蔵

氏
の
関
与
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
筆
者
は
み

て
い
る
。
戦
後
の
語
り
部
不
在
と
な
る
中
、
貴

重
な
証
言
が
得
ら
れ
る
一い

ち

る縷
の
望
み
を
願
っ
て

い
る
。

※④〜⑥は「氷見古民家研究会」よりご教示頂く。
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