
　

西
条
市
郊
外
に
氷
見
と
い
う
町
が
あ
る
。
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
魅
力
的
な
佇
ま
い

が
ア
チ
コ
チ
に
見
受
け
ら
れ
、
も
っ
と
知
ら
れ

て
良
い
町
並
み
の
一
つ
だ
。
こ
の
小
さ
な
エ
リ

ア
に
か
つ
て
は
五
つ
も
の
造
り
酒
屋
が
あ
っ
た

と
い
う
事
実
に
も
驚
か
さ
れ
る
が
、
水
の
良
さ

に
加
え
て
、
こ
こ
は
街
道
に
目
を
向
け
れ
ば
物

資
集
散
の
結
節
点
だ
っ
た
事
が
分
か
る
。
つ
ま

り
、
東
西
に
行
き
か
う
金
毘
羅
街
道
に
面
し
て

そ
れ
は
お

四
国
の
遍

路
道
と
も

重
な
り
、

南
北
方
向

に
も
石
鎚
参
詣
の
道
が
こ
こ
で
交
差
す
る
。
今

で
は
石
鎚
信
仰
の
人
々
が
毎
日
参
詣
す
る
と
い

う
場
面
に
は
出
く
わ
さ
な
い
為
ピ
ン
と
来
に
く

い
が
、
か
つ
て
は
中
山
川
河
口
に
あ
る
新
兵
衛

港
に
上
陸
し
た
九
州
・
中
国
あ
る
い
は
関
西
方

面
か
ら
、
相
当
数
の
善
男
善
女
が
氷
見
を
経
由

し
て
お
山
に
向
か
っ
て
い
た
。
物
資
の
方
も
、

石
鎚
山
系
の
材
木
や
薪
炭
、
紙
の
原
料
と
な
る

楮こ
う
ぞ、

ミ
ツ
マ
タ
、
は
た
ま
た
西
条
藩
の
新
田
開

発
に
よ
る
豊
か
な
米
の
穫
れ
高
な
ど
、
町
は
殷

賑
を
極
め
た
。

　

今
回
お
伝
え
す
る
の
は
、
教
え
た
く
な
い
け

ど
教
え
た
い
、
そ
ん
な
複
雑
な
心
境
に
な
り
そ

う
な
町
氷
見
の
ア
レ
コ
レ
。
ま
ず
、
飛
び
切
り

経
済
的
に
中
心
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
二
家
が
奇

跡
的
に
残
っ
て
い
る
。

【
大
庄
屋
高
橋
家
】

　

見
る
か
ら
に
他
家
と
は
一
線
を
画
す
そ
の
構

え
、
火
の
見
や
ぐ
ら
を
乗
せ
た
妻
入
り
の
堂
々

た
る
正
面
と
背
後
に
は
樹
齢
三
百
年
と
伝
わ
る

大
銀
杏
も
。
大
喜
多
屋
と
呼
ば
れ
る
こ
の
旧
家

は
、
天
正
の
陣
（
1
5
8
5
年
）
で
四
国
に

侵
攻
し
た
小
早

川
隆
景
に
よ
り

落
城
す
る
高
橋

美
濃
守
の
末
裔

で
、
江
戸
期
に

は
名
字
帯
刀
を

許
さ
れ
、
三
千

石
を
有
す
る
氷

見
組
大
庄
屋

と
し
て
繁
栄
し

た
。
伊
予
八
藩

の
中
で
も
有
数
に
は
違
い
な
く
、
下
世
話
な
話

と
な
る
が
識
者
の
試
算
で
は
現
代
的
に
置
き
換

え
て
年
数
億
の
上
が
り
と
い
う
説
も
。

【
住
吉
屋
森
家
】

　

も
う
一
つ
、
こ
の
森
家
も
別
格
な
歴
史
を
有

す
る
。
住
吉
屋
と
呼
ば
れ
る
こ
の
宏
壮
な
屋

敷
は
、
近
年
地
元
有
志
に
よ
る
「
古
民
家
研

究
会
」
に
よ
っ

て
見
違
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
ち
ら
は
藩
政

時
代
に
は
加
茂

川
以
西
、
今
治

近
郊
ま
で
の
土

地
を
所
有
し
、

二
千
石
の
米
を

歩き遍路の喉を潤してきた芝
井の水（お加持水）

住吉屋森家

左石鈇山（いしづち
さん）の道標

氷見組大庄屋高橋家
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産
出
し
た
と
さ
れ
る
。
上
納
金
や
地
域
貢
献
が

認
め
ら
れ
た
も
の
か
、
こ
の
家
も
名
字
帯
刀
が

許
さ
れ
庄
屋
格
で
遇
さ
れ
て
い
る
。
石
鎚
街
道

に
面
し
た
間
口
の
広
さ
は
軽
く
50
m
を
越
え
、

式
台
形
式
の
玄
関
や
御
成
門
が
、
自
ず
と
そ
の

格
式
を
物
語
る
。

こ
の
御
成
門
は
森

家
で
も
近
年
ま
で

使
用
せ
ず
、
松
山

藩
、
西
条
藩
、
小

松
藩
の
各
藩
主
が

お
成
り
の
際
に
の

み
使
用
さ
れ
た
と

伝
わ
る
開
か
ず
の

門
で
あ
っ
た
。

　

平
成
28
年
次
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
棟
札
に

よ
れ
ば
、
天
保
十
二
（
1
8
4
1
）
年
の
銘
で

「
居
宅
七
間
半
桁
行
十
間
半
座
敷
迄
」
と
な
っ

て
お
り
、
九
代
森
直
次
の
若
い
頃
に
そ
れ
ま
で

の
屋
敷
を
改
築
し
た
と
さ
れ
る
。
街
道
に
面
し

た
南
北
方
向
の
中
央
に
玄
関
を
配
し
、
そ
こ
か

ら
東
に
棟
を
伸
ば
し
た
Ｔ
字
型
の
平
面
構
成
と

な
っ
て
い
る
。
御
成
門
は
金
毘
羅
街
道
に
近
い

北
側
に
位
置
す
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
直
接
庭
と

座
敷
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
つ
の
頃
か
ら

か
水
琴
窟
も
設
け
ら
れ
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
涼
や

か
な
音
が
聴
こ
え
る
。

　

土
間
か
ら
建
物

内
部
に
入
ら
せ
て

頂
く
と
、
右
に
左

に
更
に
奥
へ
と
20

近
く
の
部
屋
が
連

な
り
、
時
代
劇
に

で
も
迷
い
込
ん
だ

か
と
錯
覚
す
る
。

襖
や
障
子
の
間
仕

切
り
に
よ
り
隔
て
ら
れ
た
部
屋
の
暗
さ
に
対
す

る
工
夫
も
見
ら
れ
、
天
井
ま
で
障
子
を
二
段
に

構
え
た
大
き
な
建
物
な
ら
で
は
の
採
光
箇
所
も

あ
る
。
こ
の
家
に
残
る
記
録
類
で
驚
か
さ
れ
た

の
は
、
か
の
弘
法
大
師
の
誕
生
寺
と
さ
れ
る
善

通
寺
（
香
川
県
）
の
五
重
塔
を
再
建
建
立
す
る

に
当
た
り
、
こ
の
住
吉
屋
が
勧
進
元
と
な
っ
て

資
金
集
め
に
寄
与
し
た
明
治
元
年
の
文
書
。
幕

末
期
か
ら
着
工
さ
れ
明
治
35
年
に
完
成
を
見
た

こ
の
塔
は
、
高
さ
43
ｍ
も
あ
り
、
国
内
３
位
。

そ
う
し
た
様
々
な
信
心
の
寄
進
に
よ
っ
て
か
高

野
山
に
は
森
家
の
墓
所
ま
で
あ
る
と
い
う
か

ら
、
名
家
の
譽ほ

ま
れ

は
お
大
師
さ
ん
の
お
墨
付
き
が

あ
る
よ
う
な
も
の
。
住
吉
屋
を
語
る
に
は
と
て

も
紙
幅
が
足
り
な
い
。

【
重
森
三
玲
の
庭
・
越
智
家
】

　

こ
ち
ら
は

石
鎚
酒
造
越

智
家
の
庭
で

あ
る
。
三
玲

は
岡
山
出
身

の
昭
和
を
代

表
す
る
造
園

家
で
、
全
国

約
５
０
０
も

の
歴
史
的
な

庭
を
調
査

し
、
自
身
も
２
０
０
の
作
庭
を
し
て
い
る
。
そ

の
中
の
４
つ
が
西
条
市
に
あ
り
、
氷
見
に
は
３

か
所
実
在
す
る
。
三
玲
の
奥
さ
ん
が
氷
見
の
越

智
家
か
ら
出
て
お
り
、
そ
う
し
た
縁
で
の
事
ら

し
い
。
氏
は
イ
サ
ム
ノ
グ
チ
に
作
庭
指
導
し
た

人
物
で
、
実
は
こ
の
庭
を
案
内
し
た
際
の
貴
重

な
写
真
が
越
智
家
に
は
飾
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

氏
が
青
石
を
よ
く
使
用
し
て
い
る
事
な
ど
も
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
度
々
こ
の
周
辺
を
探
訪
し
た

事
に
由
来
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

座敷濡れ縁から御成門方向を見る

採光の工夫・二段構えの障子

重森三玲の手になる越智家（石鎚酒造）の庭

善通寺の五重塔
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