
場
と
言
う
ら
し
く
、
い
か
に
も
街
道
中
継
地
と

い
う
風
情
で
あ
る
。
き
っ
と
土
佐
藩
の
ご
一
行

だ
け
で
な
く
、
楮
こ
う
ぞ
、
三み
つ
ま
た椏
な
ど
を
扱
う
商
人
や
、

椀
や
盆
な
ど
を
製
作
す
る
木
地
師
た
ち
な
ど
、

必
要
と
す
る
生な
り
わ
い業
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
予

土
国
境
を
往
来
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

な
お
も
進
む
と
馬
立
川
の
支
流
新
瀬
川
と
の

合
流
地
点
と
な
り
、
土
佐
街
道
と
分
か
れ
て
道

を
東
に
取
り
宝
乗
寺
を
目
指
す
。
す
る
と
、
途

中
で
興
味
深
い
建

物
が
私
の
目
視
セ

ン
サ
ー
に
キ
ャ
ッ

チ
さ
れ
た
。
こ
れ

は
ナ
ン
だ
、
気
に

な
る
。
失
礼
を
省

み
ず
、
勇
気
を
出

し
て
教
え
て
頂
く

こ
と
に
。
訪
れ
た

の
は
柳
原
家
、
こ

の
辺
り
の
旧
家

で
、
お
話
に
よ
れ

ば
明
治
20
年
代
に

母
屋
と
一
緒
に
建

て
ら
れ
た
も
の
と

か
で
、
今
は
使
用

さ
れ
て
い
な
い
が

“
便
所
”
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
別
棟
建

て
に
す
る
こ
と
で

衛
生
的
に
も
臭
気

対
策
が
出
来
、
何

よ
り
も
農
作
業
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伊予絣の創始と
縞売りの女たち

かすり

しま新宮村と土佐街道

１
７
１
８
）

か
ら
十
六

代
豊
範
候

（
文
久
二
年
・

１
８
６
２
）

ま
で
の
間

で
の
こ
と

ら
し
い
。
既

に
御
殿
や

藩
士
宿
所

な
ど
は
明

治
三
十
年

の
火
災
で

焼
失
し
て

い
る
が
、
幸
い
に
も
明
治
初
期
に
正
門
が
円
徳

寺
（
市
内
金
田
町
）
に
移
築
さ
れ
て
た
為
被
災
を

免
れ
、
昭
和
五
十
八
年
に
現
在
地
に
戻
さ
れ
復

元
さ
れ
た
と
い
う
。
見
た
と
こ
ろ
門
扉
の
鋲
金

具
だ
け
で
な
く
、
出
桁
造
り
の
構
造
に
必
要
以

上
に
並
ぶ
持
ち
送
り
、
あ
る
い
は
正
面
の
蟇
股

の
並
び
も
ス
テ
ー
タ
ス
な
表
現
で
、
そ
う
し
た

造
り
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
何
れ
も
身
分
制
社

会
に
あ
っ
て
は
、
庶
民
に
は
縁
遠
い
意
匠
。
華
美

な
屋
根
瓦
装
飾
は
、
あ
る
い
は
改
築
時
の
改
変

か
と
も
思
わ
れ
る
が
。

　

何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
辺
り
の
土
佐
街
道
に

つ
い
て
は
「
土
佐
藩
主
参
勤
交
代
道
・
伊
予
路

紀
行
」
信
藤
英
敏
著
と
い
う
本
が
平
成
10
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
て
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
を
頼
り

に
少
し
跡
を
追
っ
て
周
辺
探
訪
を
試
み
る
。
本

陣
跡
か
ら
対
岸
を
し
ば
ら
く
南
下
す
る
と
、
や

が
て
堂
成
薬
師
堂
が
あ
る
。
こ
の
付
近
を
荷
次

　

今
回
は
、
お
茶
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
旧

新
宮
村
の
界
隈
を
歩
い
て
み
た
。
現
在
は
四
国

中
央
市
新
宮
町
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
宮
Ｉ
Ｃ

か
ら
も
近
い
、
道
の
駅
「
霧
の
森
」
が
人
気
で
あ

る
。
そ
こ
に
向
か
う
と
視
野
に
入
る
の
が
、
写
真

の
石
垣
と
古
色
を
帯
び
た
門
で
あ
る
。
説
明
看

板
に
は
馬
立
本

陣
と
あ
る
。
元
々

は
馬
立
村
の
庄

屋
石
川
家
の
屋

敷
跡
で
、
こ
の
場

所
は
土
佐
街
道

に
近
く
、
藩
政
期

に
は
土
佐
藩
主

の
参
勤
交
代
時

に
本
陣
と
な
っ

て
い
た
よ
う
だ
。

六
代
山
内
豊
隆

候
（
享
保
三
年
・

馬立本陣の正面

馬立村庄屋石川家の立派な石垣

過剰なステータス意匠の見られる正門
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れ
な
い
が
、
ど
ち
ら
の
家
屋
敷
も
村む

ら

長お
さ

と
し
て

の
威
風
に
満
ち
て
、
当
時
の
身
分
制
“
士
農
工

商
”
に
お
け
る
そ
の
地
位
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

目
的
の
宝
乗
寺
“
お
葉
つ
き
イ
チ
ョ
ウ
”
は
こ

こ
か
ら
直
ぐ
。
葉
の
上
に
種
子
が
出
来
る
た
め

こ
の
命
名
と
な
っ
て
い
て
、
昭
和
36
年
に
県
天

然
記
念
物
と
な
っ
た
。
今
は
廃
校
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
目
の
前
に
あ
る
新
成
小
学
校
の
木

造
校
舎
と
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
て
、
さ
ぞ
や
こ

こ
の
卒
業
生
に
は
い
い
想
い
出
を
育
ん
だ
こ
と

だ
ろ
う
。

　

旧
土
佐
街
道
の
時
代
か
ら
幾
星
霜
、
今
は
高

知
自
動
車
道
が

馬
立
川
沿
い
の

谷
間
の
空
を
抜

け
、
自
動
車
が
疾

駆
す
る
。
予
土
国

境
に
あ
る
笹
ヶ

峰
越
え
の
難
所

も
、
今
や
ト
ン

ネ
ル
で
数
分
の

こ
と
。“
忙
し
さ
”

つ
ま
り
は
“
心
を

亡
く
す
”
現
代
人

が
人
間
性
を
取

り
戻
す
に
は
、
こ

の
周
辺
の
歴
史

界
隈
性
は
き
っ

と
有
効
に
作
用

す
る
、
そ
れ
が
今

回
の
探
訪
の
収

穫
で
あ
る
。

だ
っ
た
が
、
旅
人
の
厚
か
ま
し
さ
か
ら
延
命
策

を
お
願
い
し
て
そ
の
場
を
後
に
し
た
。

　

ま
た
し
ば
ら
く
行
く
と
、
只
な
ら
ぬ
石
垣
。
こ

ち
ら
は
新
瀬
川
村
庄
屋
・
石
川
家
の
石
垣
。
石

川
家
同
志
な
の
で
、
馬
立
村
と
縁
続
き
か
も
知

バックナンバー　http://www.ecpr.or.jp/products-my-town-backnumber/“MY TOWN”うぉっちんぐ

の
肥
料
と
し
て
野
外
で
の
効
率
の
良
さ
を
考
え

た
配
置
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し

た
地
方
に
お
け
る
何
気
な
い
農
家
の
生
活
実
態

が
、
１
２
０
年
ほ
ど
の
時
を
越
え
て
目
前
に
あ

る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
奇
跡
に
近
い
出
来

ご
と
で
も
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
向
こ
う
の
ト
タ

ン
葺
き
と
な
っ

た
茅
葺
き
民
家

も
、
て
っ
き
り

離
れ
か
と
思
っ

た
が
、
納
屋
だ

と
教
え
ら
れ

た
。
宇
摩
地
方

の
民
家
に
特
徴

的
な
三
角
断
面

の
横
桟
が
三
段

押
え
に
な
っ
て

い
て
、
質
実
な

造
り
で
あ
る
。

明
治
期
の
こ
の

村
の
経
済
は
、

決
し
て
悪
く
は

無
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
そ

う
思
わ
せ
る
。

た
だ
便
所
の
方

は
、
流
石
に
役

に
立
っ
て
い
な

い
そ
の
維
持
を

考
え
る
と
、
壊

す
方
向
も
視
野

に
あ
る
よ
う

柳原家の納屋 便所の佇まい

旧新成小学校（現・新宮少年自然の家）

宝乗寺の「お葉つきイチョウ」 新瀬川村庄屋石川家の石垣

25 2015.10


