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郷
土
か
み
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

人
物
か
ら
見
た
上
三
川
の
歴
史　

田
村
仁
左
衛
門
吉
茂

江　戸　時　代明治時代

明
治
時
代
に
近
代
国
家
の
仲

間
入
り
を
果
た
し
た
日
本
。急
激

な
近
代
化
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

た
の
は
、そ
の
下
地
が
江
戸
時
代

に
で
き
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
れ
が
、江
戸
や
大
阪

と
い
っ
た
政
治
経
済
の
中
心
地
だ

け
で
は
な
く
、広
く
地
方
に
ま
で

及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
が

あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
農
書
」で
す
。

「
農
書
」と
は
、風
土
に
根
ざ
し

た
農
業
技
術
を
体
系
的
に
ま
と

め
、教
訓
と
し
て
残
し
た
も
の
で

す
。そ
の
内
容
は
、土
壌
、作
物
の

品
種
・
栽
培
、肥
料
、農
業
労
働
等

に
つ
い
て
と
幅
広
い
分
野
に
わ
た

り
、
単
に
経
験
の
み
で
は
な
く
、

幕
末
に
は
科
学
的
見
地
に
基
づ

き
分
析
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。こ
の
「
農
書
」の
先
駆
け
と

な
っ
た
の
は
、
1
6
9
7
（
元
禄

10
）年
に
農
学
者
宮
崎
安
貞
が
編

纂
し
た「
農
業
全
書
」で
あ
り
、地

方
的
性
格
を
脱
し
た
農
書
と
し

て
、多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え

た
も
の
で
し
た
。

そ
の
影
響
を
受
け
た
一
人
と
し

て
、田
村
仁
左
衛
門
吉
茂
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
吉
茂
は
1
7
9
0

（
寛
政
2
）年
に
下
蒲
生
村
に
生

ま
れ
ま
し
た
。寺
子
屋
で
の
勉
強

は
好
き
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す

が
、農
業
は
非
常
に
好
き
だ
っ
た

よ
う
で
、実
際
に
、「
薄
種
・
薄
植
」

を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
苗

代
が
猪
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
事

件
は
、吉
茂
が
13
歳
の
時
の
出
来

事
で
し
た
。31
歳
の
時
に
家
督
を

受
け
継
ぎ
、50
歳
ま
で
の
19
年
間

家
長
と
し
て
農
業
に
打
ち
込
み
、

自
得
農
法
を
実
践
し
成
果
を
上

げ
、そ
し
て
、隠
居
し
て
か
ら
は
、

農
書
の
執
筆
を
始
め
た
の
で
す
。

吉
茂
の
数
あ
る
著
作
の
中
で
代

表
作
と
い
え
る
の
が『
農
業
自
得
』

で
、土
・
肥
料
・
気
候
を
詳
細
に
観

察
し
、耕
作
帳
に
記
帳
す
る
こ
と

を
通
じ
て
得
ら
れ
た
経
験
を
も

と
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。観
察

↓
考
察
↓
実
験
↓
確
認
と
い
う

過
程
を
ふ
ま
え
、穀
作
は
ど
れ
く

ら
い
の
間
隔
で
植
え
た
ら
よ
い

か
、畑
作
で
は
ど
の
作
物
と
ど
の

作
物
を
輪
作
す
べ
き
か
な
ど
を
記

し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
経
験
の

蓄
積
に
よ
り
、肥
料
の
効
果
を
落

と
さ
ず
、作
物
成
育
期
間
を
ぎ
り

ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
つ
め
た
輪
作

体
系
が
工
夫
さ
れ
、限
ら
れ
た
土

地
を
最
大
限
に
利
用
し
た
集
約

農
業
が
実
現
・
定
着
し
た
の
で
す
。

秋
田
藩
の
国
学
者
と
し
て
も

著
名
な
平
田
篤
胤
も
、「
農
業
自

得
」を
高
く
評
価
す
る
な
ど
、農

書
の
中
で
も
非
常
に
価
値
の
高
い

も
の
で
す
。田
村
仁
左
衛
門
吉
茂

の
類
ま
れ
な
る
観
察
力
が
こ
の
本

を
生
み
出
し
た
の
に
間
違
い
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、関
東
の
一
農
村
に

も
萌
芽
し
て
い
た
、こ
の
よ
う
な

科
学
的
知
見
が
、明
治
の
近
代
化

を
支
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
す
。
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宮
崎
安
貞
が「
農
業
全
書
」を
作
成
す
る
。

田
村
仁
左
衛
門
吉
茂
が
生
ま
れ
る
。

吉
茂
、苗
代
が
猪
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

薄
播
き
、薄
植
え
の
自
得
農
法
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
。

幕
府
、関
東
取
締
出
役
を
新
設
。

吉
茂
、祖
父
と
伯
父
か
ら

算
術
を
学
ぶ
よ
う
奨
め
ら
れ
る
が
断
る
。

吉
茂
、こ
の
年
と
、天
保
７
年
の
大
凶
作
に
際
し
、薄
播
き
が

好
結
果
を
生
み
出
し
、冷
害
に
強
い
農
法
で
あ
る
と
の
確
信
を
得
る
。

ま
た
黒
羽
藩
士
鈴
木
武
助
の「
農
喩
」を
読
み
、宮
崎
安
貞
の「
農
業
全
書
」を

読
み
救
荒
対
策
を
計
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、農
書
へ
の
関
心
を
強
め
る
。

吉
茂
が「
農
業
自
得
」を
著
す
。

吉
茂
、下
石
橋
村
の
中
山
信
義
の
紹
介
に
よ
り

仁
良
川
の
秋
田
藩
陣
屋
に
逗
留
し
て
い
た
平
田
篤
胤
を
訪
れ
る
。

ビ
ッ
ド
ル
率
い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
が
浦
賀
に
来
航
。

吉
茂
が「
農
童
心
得
草
」を
著
す
。

江
戸
の
書
林
知
新
堂
よ
り「
農
業
自
得
」が
板
行
さ
れ
る
。

浦
賀
沖
に
ペ
リ
ー
率
い
る
東
イ
ン
ド
艦
隊
が
、

ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
国
書
を
も
っ
て
来
航
。

日
米
和
親
条
約
締
結
。

吉
茂
が「
吉
茂
子
孫
訓
」を
著
す
。

吉
茂
が「
田
村
吉
茂
遺
書
」を
著
す
。

吉
茂
が「
農
業
自
得
附
録（
初
稿
本
）」を
著
す
。

吉
茂
が
亡
く
な
る
。

吉
茂
、父
吉
昌
よ
り
家
督
を
受
け
継
ぐ
。
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