
　

八
幡
浜
市
中
心
部
か
ら
南
へ
約
10
分
ほ
ど
車

を
郊
外
に
走
ら
せ
る
と
、小
さ
な
峠
越
え
で
海
沿

い
の
集
落
に
出
る
。そ
こ
が
舌
間
と
い
う
地
区
で
、

次
の
合
田
地
区
と
併
せ
て
舌
田
と
い
う
総
称
も
あ

る
宇
和
海
に
西
面
し
た
エ
リ
ア
。続
い
て
川
上
地

区（
川
名
津
と
上
泊
）、真
穴
地
区（
真
網
代
と
穴

井
）と
南
に
続
く
の
だ
が
何
れ
も
屈
曲
の
多
い
リ
ア

ス
海
岸
を
国
道
３
７
８
号
線
が
走
り
、辺
り
は
ど

こ
も
段
畑
の
み
か
ん
園
地
で
あ
る
。ま
さ
に
山
本
コ

ウ
タ
ロ
ー
と
ウ
イ
ー
ク
エ
ン
ド
の“
岬
め
ぐ
り
♪
”

を
口
ず
さ
み
た
く
な
る
、と
言
え
ば
歳
が
分
か
る

が
。

　

さ
て
、舌
間
地
区
を
少
し
探
訪
し
て
み
よ
う
。

自
然
石
の
立
派
な
常
夜
灯
が
ま
ず
目
に
付
い
た
。

三
波
川
帯
に
属
す
る
ご
当
地
特
有
の
緑
泥
片
岩

で
の
っ
そ
り
と
建
つ
そ
の
佇
ま
い
は
、優
に
３
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
も
あ
ろ
う
か

迫
力
満
点
。傍
ら
に
は

現
代
の
常
夜
灯（
街
灯
）

も
。踵き

び
す

を
返
す
と
目
の
前

に
鳥
居
が
あ
り
石
段
の

続
く
一
宮
神
社
と
な
る
。

形
の
全
く
異
な
る
ア
ト

ラ
ン
ダ
ム
な
石
た
ち
を

う
ま
く
積
み
合
わ
せ
、

絶
妙
な
按
配
で
組
み
込

ん
だ
名
も
な
き
石
工
の

技
は
、今
は
も
う
絶
え
て
久
し

い
。境
内
に
上
が
る
と
海
が
眺
め

ら
れ
、立
派
な
宇
和
島
石（
砂
岩
）

の
玉
垣
に
は
福
岡
利
吉
銘
が
多

く
見
ら
れ
る
。聞
け
ば
、福
岡
家

は
醸
造
業
で
栄
え
た
家
で
特
定

郵
便
局
を
併
営
し
て
い
た
旧
家

と
の
事
。小
さ
な
集
落
の
舌
間
だ

が
、飾
り
瓦
の
賑
や
か
な
社
殿
を
見
る
限
り
、き
っ

と
出
船
入
り
船
あ
る
程
度
栄
え
た
頃
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

一
旦
集
落
に
下
り
て
細
い
路
地
を
抜
け
、行
き
た

い
所
が
あ
っ
た
。そ
の
昔
、左
氏
珠
山（
1
8
2
9

～
9
6
）と
い
う
漢
学
者
が
居
て
、そ
の
生
誕
地

碑
の
あ
る
場
所
へ
。そ
の
高
寿
庵
の
あ
る
位
置
は
、

や
は
り
港
が
眼
下
に
眺
め
ら
れ
る
高
台
に
あ
っ

た
。今
も
卯
之
町
に
残

る
開
明
学
校（
国
重
文
）

の
元
と
な
っ
た
申
義
堂

が
明
治
２
年
に
出
現
す

る
が
、そ
の
契
機
と
な
っ

た
宇
和
独
特
の
郷
校
教

育
は
彼
の
教
育
の
賜
物

な
の
だ
。し
か
も
数
奇

な
運
命
で
あ
る
の
は
、

晩
年
期
に
松
山
中
学
で

教
鞭
を
執
る
際
に
そ
こ

へ
た
ま
た
ま
夏
目
漱
石
が
赴
任
し
、後
に
出
世
作

と
な
っ
た
小
説
坊
ち
ゃ
ん
に
登
場
す
る
漢
文
の
老

先
生
、そ
れ
が
珠
山
だ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。た

だ
、漱
石
が「
坊
ち
ゃ
ん
」を
発
表
し
た
明
治
39
年

（
1
9
0
6
）に
は
、当
の
珠
山
は
も
う
こ
の
世
に

は
居
な
い
。そ
の
10
年
前
に
彼
は
何
故
か
宇
和
島

で
凶
刃
に
倒
れ
る
と
い
う
劇
的
な
末
期
を
迎
え
て

い
る
。（
※
１
）そ
の
事
を
果
た
し
て
漱
石
は
知
っ
て

い
た
か
ど
う
か
。ま
た
、多
少
今
と
違
っ
て
い
た
と

し
て
も
、珠
山
も
見
た
で
あ
ろ
う
こ
こ
か
ら
の
穏
や

か
な
風
景
を
眺
め
つ
つ
、そ
ん
な
感
慨
ひ
と
し
お
の

時
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
た
。

　

続
い
て
合
田
地
区
を
歩
く
。こ
ち
ら
は
、ま
だ
少

し
ば
か
り
の
平
地
に
恵
ま
れ
て
い
た
舌
間
と
違
い
、

全
く
の
斜
面
地
に
肩
を
寄
せ
合
う
よ
う
な
家
並

み
が
所
狭
し
と
並
ぶ
。や
は
り
周
囲
は
柑
橘
園
地
（※１）詳しくは「『坊ちゃん』の漢学者はなぜ殺されたか」青山淳平著（郁朋社）参照。

202020.4



で
、山
の
傾
斜
に
沿
っ

て
様
々
な
石
垣
が
組

ま
れ
、そ
の
間
を
迷
路

の
如
き
路
地
が
縦
横
に

這
っ
て
い
る
。地
元
の
人

で
な
い
限
り
、ど
こ
へ
出

る
か
は
皆
目
分
か
ら
な

い
。失
礼
な
が
ら
、そ
こ

が
ワ
タ
シ
的
に
は
面
白
く
実
に

ラ
ビ
リ
ン
ス
。今
回
も
様
々
な

発
見
の
連
続
で
と
て
も
紙
面

が
足
り
そ
う
に
は
無
い
。行
け

る
所
ま
で
い
っ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
直
ぐ
に
気
づ
く
の
が
、

石
垣
の
ア
チ
コ
チ
に
道
路
改

修
か
何
か
の
モ
ル
タ
ル
で
囲
ん

だ
表
示
が
あ
る
こ
と
。こ
の
地

区
独
特
の
慣
例
な
の
か
、さ
さ

や
か
な
先
人
の
功
績
が
記
さ

れ
、探
訪
者
に
は
心
地
良
い
歴

史
観
が
味
わ
え
る
。民
俗
学
者

宮
本
常
一
の
言
う「
記
録
さ
れ

な
い
も
の
は
記
憶
さ
れ
な
い
」

と
い
う
形
を
地
で
ゆ
く
感
じ
。

水
場
へ
と
誘
わ
れ
る
青
石
の
石

段
が
あ
っ
た
り
、狭
小
な
敷
地

を
少
し
で
も
有
効
利
用
す
る

べ
く
石
垣
の
天
端
石
を
張
り
出
し
加
減
に
積
む
の

は
至
る
所
で
見
受
け
ら
れ
る
。こ
う
し
た
つ
ま
し
い

努
力
の
細
や
か
な
暮
ら
し
ぶ
り
も
、モ
ノ
余
り
な

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
で
の
昨
今
で
は
と
う
に
失
わ
れ

た
美
徳
な
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
う
言
え
ば“
つ
ま

し
い
”と
い
う
言
葉
自
体
も
若
い
人
に
は
き
っ
と
も

う
死
語
に
違
い
な
い
。更
に
歩
く
と
、小
さ
な
小
屋

の
よ
う
な
佇
ま
い
の
建
物
に
出
く
わ
し
た
。煉
瓦

で
組
ま
れ
た
焚
き
口
を
見
る
と
、ど
う
や
ら
別
棟

仕
立
て
の
風
呂
場
の
よ
う
だ
。田
舎
に
行
く
と
昔

は
よ
く
見
か
け
た
モ
ン
だ
が
、火
を
使
う
浴
室
は

母
屋
内
で
は
な
く
こ
う
し
て
外
に
建
て
ら
れ
る
場

合
が
殆
ど
だ
っ
た
。な
お
微
笑
ま
し
い
の
は
窓
の
在

り
よ
う
。こ
れ
は
、壁
が
傷
ん
で
落
ち
た
の
で
は
な

く（
下
部
は
そ
う
だ
が
）下
地
窓
と
い
う
手
法
で
、

粋
な
窓
の
形
。下
地
で
あ
る
小
舞
竹
を
そ
の
ま
ま

に
壁
を
抜
い
て
換
気
窓

と
し
た
訳
で
、こ
れ
が
進

化
す
る
と
茶
室
の
窓
に

な
る
。こ
れ
も
ま
た
多
く

周
囲
に
見
受
け
ら
れ
た

か
ら
、近
く
に
得
意
な
左

官
職
人
が
居
た
の
か
も
。

次
い
で
驚
か
さ
れ
た
の

が
、二
階
建
て
の
倉
庫
仕

立
て
壁
面
の
模
様
。「
な

ん
じ
ゃ
、コ
リ
ャ
。」の
世

界
で
あ
る
。戦
争
末
期
の
日
本
は
ど
こ
か
オ
カ
シ
ク

な
っ
て
い
た
よ
う
で
、当
局
の
指
示
に
よ
り
全
国
の

白
壁
と
い
う
白
壁
が
黒
く
塗
り
込
ま
れ
た
。都
市

部
の
ビ
ル
と
言
わ
ず
田
舎
の
土
蔵
と
言
わ
ず
、そ

れ
こ
そ
塗
ら
な
け
れ
ば“
非
国
民
”の
レ
ッ
テ
ル
を

貼
ら
れ
る
。勿
論
空
襲
除
け
の
迷
彩
を
施
す
指
令

な
の
だ
が
、こ
れ
で
戦
争
に
勝
て
る
訳
は
な
い
。で

も
国
中
が
本
気
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
っ
た
。で
、こ

こ
の
場
合
は
こ
ん
な
で
あ
る
。何
だ
か
妙
に
救
わ
れ

る
と
い
う
か
、庶
民
の
屈
託
の
な
い
ユ
ー
モ
ア
と
い

う
か
、戦
時
に
あ
っ
て
だ
か
ら
黒
で
も
日
章
旗
な
の

だ
が
、い
や
は
や
ナ
イ
ス
ア
イ
デ
ア
。

　

そ
し
て
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
。海
が
見
下
ろ
せ

る
位
置
の
一
宮
神
社
に
大
正
六
年
の「
庵
改
築
記

念
碑
」が
あ
る
。そ
の
裏
面
に
寄
付
者
銘
が
刻
ま
れ

て
い
て
、い
き
な
り
ト
ッ
プ
の
拾
円
に
別
府
大
川
ミ

ツ
の
名
が
。彼
女
は
別
府
の
港
そ
ば
で
伊
予
屋
旅

館
を
経
営
し
た
女
傑
で
、そ
こ
は
こ
ち
ら
か
ら
商

い
で
渡
る
行
商
人
の
定
宿
と
し
て
繁
盛
し
た
。他

に
も
愛
媛
屋
、う
わ
じ
ま
屋
、あ
る
い
は
別
府
を
一

大
観
光
地
へ
と
牽
引
し
た
油
屋
熊
八（
宇
和
島
出

身
）の
亀
の
井
ホ
テ
ル
な
ど
、か
の
地
は
伊
予
人
で

発
展
し
た
感
が
あ
る
。そ
う
し
た
宇
和
海
を
行
き

来
し
た
経
済
を
俯
瞰
し
な
が
ら
元
の
小
道
を
下

り
、今
日
の
名
残
惜
し

い
探
訪
を
終
え
た
。
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