
『弥
生
米
の
終
着
駅

田
舎
館
村
誌

上
巻
』福

井

敏
隆

現
在
'
青
森
県
内
で
は
自
治
体
史

(誌
)
の
編
纂
が
盛
ん
で
あ
る
｡
県
内
六
七
市

町
村

の
う
ち
'
約
三
分
の

T
の
市
町
村
史

(誌
)
の
編
纂
事
業
が
進
行
中
で
あ
る
｡

平
成
八
年
度
か
ら
は
青
森
市
史
と
県
史
の
編
纂
事
業
が
ス
タ
ー
-
し
た
L
t
来
年
度

か
ら
八
戸
市
で
再
び
市
史
の
編
纂
事
業
が
始
ま
る
と
聞

い
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
編
纂
事
業

の
進
め
方
に
は
三

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と

い
う
｡
そ
れ
は

①
県
内
外
の
学
職
経
験
者
を
集
め
て
行
う
も
の
'
②
市
町
村
内
部
の
有
識
者
だ
け
で

行
う
も
の
'
③
全
-
外
部
発
注
し
て
し
ま
う
も
の
t
の
三
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
'

書
評
と
紹
介
を
行
う

『弥
生
米
の
終
着
駅

田
舎
館
村
誌

上
巻
』
は
'

一
応
②

の

パ
タ
ー
ン
に
は
い
る
が
'
村
外
の
学
識
経
験
者

の
応
援
も
求
め
て
お
り
'
規
模
は
大

き
-
な

い
が
①
に
近

い
進
め
方
で
編
纂
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

田
舎
館
村
誌
編
纂
事
業
は
平
成
十
二
年

の
村
合
併
四
十
五
周
年
記
念
事
業
の

一
つ

と
し
て
'
平
成
四
年
四
月
か
ら
八
年
計
画
で
ス
タ
ー
-
L
t
平
成
九
年
三
月
に
全
三

巻

の
う
ち

『上
巻
』
が
刊
行
さ
れ
た
｡
巻
末
の
編
纂
関
係
資
料
を
み
る
と
'

‖
村
民

の
た
め
の
村
誌

･
口
付
を
育
て
る
村
誌

･
且
村
の
大
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
を
重
ん
じ

た
村
誌

･
腐
学
問
的
に
価
値
の
高

い
村
誌
t
が
め
ざ
す
村
誌
の
性
格
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
｡
全
体
的
に
記
述
は
平
易
で
あ
-
'
今
ま
で
田
舎
館
村
郷
土
誌
研
究

会
が
刊
行
し
て
き
た

｢館
城
文
化
｣
の
研
究
成
果
が
か
な
り
生
か
さ
れ
て
い
る
｡
そ

れ
で
は
'

第

一
編

第

一
章

第
二
章

第

三

章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

八
四
八
頁
に
わ
た
る
本
書
の
構
成
を
み
て
み
よ
う
｡

田
舎
館
村
の
あ
ゆ
み

(上
)

遺
跡
よ
り
み
た
田
舎
館
村

垂
柳
遺
跡

田
舎
館
村
の
古
墳
時
代

田
舎
館
村
の
古
代

田
舎
館
村
の
鎌
倉
時
代

田
舎
館
村
の
南
北
朝
時
代

田
舎
館
村
の
室
町
時
代

田
舎
館
村
と
千
徳
氏

消
え
た
村
と
寺

中
世
の
村
民
生
活
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第
十

一
章

第
十
二
幸

第
二
編

第

一
章

第

二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

田
舎
館
村
の
江
戸
時
代

田
舎
館
村
の
近
代

田
舎
館
村
の
自
然

(上
)

田
舎
館
村
の
生
物
的
環
境

植
物

晴
乳
動
物

鳥
類

両
生
類

･
雁
虫
類

魚
類

節
足
動
物

軟
体
動
物
な
ど



第
九
章

村
内
の
自
然
関
係
の
資
料
に
つ
い
て

第
三
編

田
舎
館
村
の
村
民
生
活

(上
)

第

一
章

昭
和
時
代

(戦
後
)
の
生
活

第
二
章

昭
和
時
代

(戟
前
)
の
生
活

第
三
章

保
健
衛
生

第
四
編

田
舎
館
村
の
交
通

･
通
信

第

一
章

村
の
古
道
'
旧
道

第
二
章

村
の
橋

第
三
章

奥
羽
本
線
の
開
通

第
四
章

村
の
交
通
機
関

第
五
章

田
舎
館
村
の
郵
便
局
と
電
話

第
五
編

田
舎
館
村
の
文
化
財
と
旧
跡

第

一
章

青
森
県
指
定
の
文
化
財

第
二
章

田
舎
館
村
指
定
の
文
化
財

第
三
章

地
域
の
旧
跡
と
文
化
財

こ
の
構
成
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
'
本
書
は
第

一
編
が
村
史
'
第
二
編
が
自
然
史
'

第
三
編
が
民
俗
史
'
第
四
編
が
交
通
史
'
第
五
編
が
文
化
財
史
の
体
裁
を
と

っ
て
い

る
｡
筆
者
に
は
'
専
門
外
で
あ
る
第
二
編
と
第
三
編
に
つ
い
て
詳
し
く
論
究
を
す
る

力
は
な
い
が
'
順
に
お
お
よ
そ
の
内
容
を
紹
介
し
'
書
評
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
-

こ
と
に
す
る
｡

第

一
編

田
舎
館
村
の
あ
ゆ
み

(上
)

田
舎
館
村
の
近
代
ま
で
の
通
史
で
あ
る
｡
時
代
区
分
の
上
で
は
原
始

･
古
代

･
中

世

･
近
世

･
近
代
と
い
う
流
れ
に
従
い
な
が
ら
'
個
々
の
特
徴
的
な
項
目
立
て
も
行

う
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
｡
歴
史
の
縦
の
流
れ
と
'
横
の
流
れ
を
適
度
に
と
-

い
れ
た
構
成
で
あ
る
｡
田
舎
館
村
と
い
え
ば
'
何
と
い
っ
て
も
垂
柳
遺
跡
の
存
在
を

無
視
で
き
な
い
｡
昭
和
五
六
年

(
l
九
八

1
)
に
国
道

l
〇
二
号
バ
イ
パ
ス
建
設
に

伴
う
試
掘
調
査
で

一
〇
数
枚
の
弥
生
時
代
中
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
'

昭
和
五
七

･
五
八
年

(
一
九
八
二

二

九
八
三
)
に
本
調
査
が
行
わ
れ
'
面
積
四

〇

〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
へ
枚
数
に
し
て
六
五
六
枚
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
垂
柳
遺
跡
の
紹
介
は
第
二
章
で
行
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
内
容
は
単
に
垂
柳
遺

跡
を
詳
細
に
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'
青
森
県
の
弥
生
時
代
に
お
け
る
水
田
耕
作

の
存
在
証
明
に
情
熱
を
傾
け
た
'
故
伊
東
信
雄

･
故
工
藤
正
両
氏
の
苦
悩
の
歴
史
で

も
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
現
在
の
青
森
県
で
は
縄
文
時
代
前
期
～
中
期
の

遺
跡
で
あ
る
三
内
丸
山
遺
跡
に
の
み
全
国
的
に
注
目
が
集
ま

っ
て
い
る
感
が
あ
る
が
'

そ
れ
と
同
じ
熱
い
視
線
が

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
こ
の
垂
柳
遺
跡
に
全
国
か
ら
注
が

れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
弥
生
時
代
に
青
森
県
で
水
田
耕
作
が
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
'
青
森
県
農
業
史
上
の
大
き
な
事
実
で
あ
る
ば
か
り
で

な
-
'
日
本
考
古
学
上
の
重
大
な
発
見
で
あ

っ
た
｡
昭
和
五
九
～
六
三
年

(
一
九
八

四
-
一
九
八
八
)
ま
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
弘
前
市
の
砂
沢
遺
跡
で
'
弥
生
時
代

前
期
の
水
田
跡
が
六
枚
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
'
日
本
最
北

･
東
北
地
方
最
古

と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
垂
柳
遺
跡
か
ら
な
-
な

っ
た
が
'
現
在
も
当
時
の
住
居
跡
等
の

発
見
を
め
ざ
し
て
村
教
育
委
員
会
に
よ
る
地
道
な
調
査
が
継
続
さ
れ
て
い
る
｡
本
普
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の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

｢弥
生
米
の
終
着
駅
｣
は
垂
柳
遺
跡
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
ろ
う
｡

第
五
章
の
中
で
は
'
第
五
節
の

｢冬
井
郷
｣
で
'
建
武
の
新
政
期
か
ら
南
北
朝
期

(
二
二
三
三
～
二
二
九
二
)
に
か
け
て
津
軽
田
舎
郡
に
存
在
し
た

｢冬
井
郷

(と
い

ご
う
)｣
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'
田
舎
館
村
の
大
袋
あ
た

り
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
尾
上
町
日
沼
の
西
端
に
あ
る
字

｢樋
田

(と
い
だ
)｣
と
'
冒
沼
の
西
隣
で
あ
る
田
舎
館
村
大
袋
に
あ
る
字

｢樋
田

(と
い
だ
)｣
と
い
う
地
名
か
ら
の
擬
走
の
仕
方
で
あ
る
が
'
首
肯
出
来
よ
う
｡
冬

井
郷
に
は
上

･
下
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
'
平
川
の
流
れ
の
状
態
か
ら
冒

沼
の
樋
田
が
上
で
大
袋
の
樋
田
が
下
に
あ
た
る
と
い
う
見
解

(上
流
が
上

･
下
流
が

下
)
に
は
'
筆
者
は
疑
義
を
は
さ
み
た
い
｡
つ
ま
り
'
当
時
の
平
川
の
利
用
の
仕
方

か
ら
考
え
る
と
'
平
川
-
岩
木
川
-
十
三
湖
の
ル
ー
ト
で
日
本
海
へ
出
て
い
た
と
思

わ
れ
'
逆
に
下
流
の
大
袋
の
樋
田
が
上
冬
井
郷
で
'
上
流
の
日
沼
の
樋
田
が
下
冬
井

郷
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡
ま
た
'
両
冬
井
郷
の
平
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸
に
'
境
開

館
跡

(弘
前
市
境
関
)
が
あ
る
｡
冬
井
郷
の
領
主
が
こ
の
館
主
で
は
､
と
い
う
考
え

も
筆
者
に
は
生
ま
れ
て
来
る
｡
た
だ
'
第
四
節
の

｢村
の
領
主
た
ち
｣
の
と
こ
ろ
で
へ

｢義
元
鐘
｣
の
施
銭
檀
那
と
し
て
'
見
阿
弥
陀
仏

(時
衆
で
あ
る
)
を
落
と
し
て
い

る
の
は
惜
し
ま
れ
る
｡
こ
の
た
め
第
六
章
の
第
四
節
の
中
で
も

｢施
銭
旦
那
十
四

名
｣
と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
る
｡
施
銭
檀
那
は
十
五
名
で
あ
る
｡

第
六
章
で
は
第

一
節
で

｢河
連

･
桜
葉
郷
の
領
主
結
城
宗
贋
L
t
第
二
節
で

｢結

城
氏
の
河
連
桜
葉
郷
の
経
営
｣
と
､
田
舎
館
村
の
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
結
城
氏
の

活
動
と
河
連
桜
葉
郷
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
｡
従
来
へ
青
森
県
の
南

北
朝
時
代
を
語
る
と
き
'
南
部
氏

･
安
藤
氏

･
工
藤
氏

･
曽
我
氏
に
つ
い
て
は
か
な

ら
ず
触
れ
ら
れ
る
が
'
結
城
氏
の
名
前
が
出
て
-
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
新
し
い
研

究
の
成
果
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
第
四
節
の

｢
田
舎
楯
城
主
安
保
弥
五
郎
入
道
｣
は
､

武
蔵
七
党
の
丹
党
に
つ
な
が
る
安
保
氏
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
'
こ
れ
も
従
来
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
｡
た
だ
'
第

一
節
で
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
'
北
条
高
時
が

執
権
で
あ
っ
た
と
と
れ
る
書
き
方
を
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
得
宗
北
条
高
時
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
最
後
の
執
権
は
守
時
で
あ
る
｡
第
五
節
の

｢曽
我
氏
の
滅
亡
｣
の
記

述
の
な
か
で
'
南
部
政
長
が
後
村
上
天
皇
か
ら
拝
領
し
た
甲
胃
を
青
森
県
唯

一
の
国

宝
と
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
現
在
八
戸
市
の
櫛
引
八
幡
宮
所
蔵
の
白
糸
威
棲
取
鎧
兜

大
袖
付
に
あ
た
る
｡
同
社
に
は
国
宝
と
し
て
伝
長
慶
天
皇
御
料
の
赤
糸
威
鎧
兜
大
袖

付
も
あ
り
'
こ
れ
も
誤
解
を
招
-
表
現
と
い
え
よ
う
｡

第
八
章
で
は
田
舎
館
村
と
千
徳
氏
の
歴
史
が
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
閉
伊
系
千
徳
氏

と

二
戸
系
千
徳
氏
の
違
い
'
汗
石
千
徳
氏
と
田
舎
館
千
徳
氏
の
つ
な
が
り
が
詳
述
さ

れ
て
い
る
｡
筆
者
は
千
徳
氏
が
閉
伊
系
か
ら

二
戸
系

へ
変
化
し
'
汗
石
千
徳
氏
も

一

戸
系
に
変
わ
っ
た
と
い
う
の
を
初
め
て
知
っ
た
次
第
で
あ
る
｡
千
徳
氏
は
南
部
氏
の

一
族
だ
か
ら
'

二
戸
系
の
み
と
い
う
知
識
し
か
な
か
っ
た
｡
ま
た
'
｢あ
と
が
き
｣

で
田
舎
館
村
で
は
千
徳
氏
を

｢
チ
ト
ク
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
'
こ
れ
も
筆
者
に
と
っ
て
耳
新
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｢千
徳
氏
｣
は

｢仙
徳
氏
｣
と
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
'
｢
セ
ン
-
ク
｣
以
外
に
は
読
め
な
い

と
思
わ
れ
る
｡
『南
部
藩

参
考
諸
家
系
図
』
(国
書
刊
行
会
刊
)
で
は

｢仙
徳
氏
｣

と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
を
あ
え
て

｢
チ
ト
ク
｣
と
読
む
こ
と
は
､
南
部
氏

の
支
配
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
の
反
映
で
あ
ろ
う
と
｢あ
と
が
き
｣
で
は
結
論

づ
け
て
い
る
が
'
と
も
あ
れ
'
地
域
的
特
徴
の
表
れ
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
｡

第
十

一
章
で
は
田
舎
館
村
の
江
戸
時
代
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
'
第

二
那
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の

｢
二
本
柳
氏
と
田
舎
館
村
｣
か
ら
始
ま
る
｡
こ
れ
は
'
津
軽
為
信
の
津
軽
統

一
過

程
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
'
田
舎
館
城
の
攻
略
を
行
い
落
城
さ
せ
た
二
本
柳
三
郎
右

衛
門
重
次
の
功
績
と
'
そ
の
子
孫
二
本
柳
氏
の
歴
史
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の

よ
う
な
記
述
の
仕
方
は
'
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
以
後
'
行
政

･
検
地

･
午

貢

･
社
会
と

一
般
的
な
分
類
に
よ
る
記
述
が
多

い
が
'
第
四
節
で
は

｢
中
村
喜
時
と

耕
作
噺
｣
へ
第
六
節
で
は

｢
民
次
郎

一
漢
と
田
舎
館
組
｣
と
'
第

二
即
と
同
じ
-
独

立
項
目
的
な
記
述
が
あ
る
｡

｢耕
作
噺
｣
は
東
北
地
方
の
代
表
的
農
書
の

一
つ
で
あ
る
｡
今
ま
で
も
何
度
か
活

字
化
さ
れ
て
い
る
た
め
か
'
本
書
で
は
内
容
の
概
略
説
明
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い

が
'
史

(餐
)
科
集
で
も
刊
行
す
る
予
定
が
組
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
'
ぜ
ひ
全
文
を

掲
載
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
｡

汚
れ
は
水
生
昆
虫
や
小
型
魚
類
の
減
少
の
み
な
ら
ず
'
タ
ガ
メ

･
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ

･
ハ

グ
ロ
ー
ン
ボ

･
イ
バ
ラ
ト
ミ
ヨ
な
ど
特
定
の
種
の
絶
滅
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
｡

し
か
し
'
最
近
は
農
薬
の
規
制
に
よ
り
河
川
や
水
田
の
毒
性
は
低
-
な
り
カ
エ
ル
の

仲
間
が
復
活
し
て
き
て
お
り
'
ゴ
イ
サ
ギ
や
カ
ワ
セ
ミ
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
｡
そ
の
時
代
の
記
録
と
い
う
こ
と
で
は
'
今
回
の
村
誌
の

記
録
は
将
来
的
に
は
貴
重
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

第
三
編

田
舎
館
村
の
村
民
生
活

(上
)

第
二
編

田
舎
館
村
の
自
然

(上
)

田
舎
館
村
は
標
高
二
〇
-
三

〇
メ
ー
ト
ル
位
で
大
部
分
は
浅
瀬
石
川
に
よ
る
沖
積

平
野
で
あ
る
｡
そ
の
大
半
が
水
田
と
リ
ン
ゴ
を
中
心
と
す
る
園
地
で
あ
り
'
村
の
全

面
積
二
二

･
七
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
'
林
野

･
民
有
林
面
積
が
わ
ず
か
二

ヘ
ク
タ
ー
ル
だ
と
い
う
｡
こ
の
数
字
に
は
驚
か
さ
れ
る
｡
平
地
が
ほ
と
ん
ど
で
そ
の

多
-
が
耕
地
と
な

っ
て
い
る
の
は
'
垂
柳
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
農
耕
地
の
歴

史
が
連
綿
と
続
い
て
来
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
間
に
は
自
然
の
変
化
が
あ

り
'
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
変
化
が
大
き

い
と
い
う
｡
土
地
改
良

･
機
械
力
導

入

･
毒
性
の
強
い
農
薬
の
使
用
等
に
よ
り
'
特
に
小
型
生
物
の
生
息
環
境
が
悪
化
し
'

そ
れ
ま
で
の
植
生
や
そ
れ
に
依
存
す
る
昆
虫
が
激
減
し
た
｡
さ
ら
に
河
川
の
毒
性
や

三
幸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
'
第
三
章
の
保
健
衛
生
は
主
に
第
二
次
世
界
大
戟
後

の
医
療
の
変
遷

･
環
境
衛
生
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
｡
第

一
章

･
第
二
章
は
村
の

生
活
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
第

一
章
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
､
第
二
章
が
第

二
次
世
界
大
戦
前
と
い
う
構
成
に
つ
い
て
は
'
歴
史
的
流
れ
を
重
視
す
る
と
逆
の
ほ

う
が
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
｡
た
だ
'
第

一
章
の
第
二
節

｢
田

舎
館
村
風
物
詩
｣
は
'
昭
和
二
七
年
頃
の
村
内
各
地
区
の
生
業
や
生
活
の
特
徴
を
描

写
し
た
も
の
で
'
村
民
の
手
に
な
る
も
の
だ
け
に
よ
-
特
徴
が
表
さ
れ
て
い
る
｡
県

内
の
他
の
市
町
村
史

(誌
)
に
は
見
ら
れ
な
い
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
｡
ま
た
同

章
の
第
三
節
に
'
衣
食
住

･
人
生
儀
礼
に
関
わ
る
項
目
に
つ
い
て
村
民
に
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
が
載

っ
て
い
る
が
'
こ
れ
も
後
世
貴
重
な
デ
ー
タ
に
な
る
も
の
と
思
わ

れ
る
｡
第
二
章
は
戦
前
の
衣
食
住
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
｡
同
じ
-
'
後
世
貴
重
な
デ
ー
タ
と
な
ろ
う
｡
最
後
の
部
分
に
話
者

一
覧
表
が

載

っ
て
い
る
が
'
明
治
四

〇
年
代
生
ま
れ
の
人
が

一
番
の
お
年
寄
で
あ
る
｡
だ
ん
だ

ん
明
治
時
代
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
し
ひ
し
と
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感
じ
ら
れ
た
｡

第
五
編

田
舎
館
村
の
文
化
財
と
旧
跡

第
四
編

田
舎
館
村
の
交
通

･
通
信

交
通
と
通
信
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
､
江
戸
時
代
の
街
道
と
し
て
田
舎
館
村
に
関

わ
る
の
は
'
藤
崎
村

(現
藤
崎
町
)
で
羽
州
街
道
か
ら
分
岐
し
て
川
部

-
生
野
前

-

黒
石

(現
黒
石
市
)
に
至
る
ル
ー
ー
の
黒
石

･
山
形
街
道
と
和
徳

(硯
弘
前
市
)
か

ら
日
沼

(硯
尾
上
町
)
-
田
舎
館

～
高
日

〔樋
〕
～
追
子
野
木

(硯
黒
石
市
)
と
通

じ
る
ル
1
-
の
黒
石

･
山
形
街
道
の
二
本
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
そ
の
他
の
道
に
つ

い
て
も
触
れ
て
い
る
が
'
第

一
章
で
扱

っ
て
い
る
古
道

･
旧
道
部
分
は
少
し
記
述
が

物
足
-
な
い
｡
黒
石

･
山
形
街
道
の
部
分
だ
け
で
も
､
江
戸
時
代
に
果
た
し
た
役
割

等
に
つ
い
て
記
述
し
て
欲
し
か

っ
た
と
思
う
｡

ま
た
､
奥
羽
本
線

･
黒
石
線

･
五
能
線

(陸
奥
鉄
道
社
線
に
つ
い
て
も
含
む
)

弘
南
鉄
道
黒
石
線
に
つ
い
て
第
三
章

･
第
四
章
で
記
述
し
て
い
る
が
､
前
三
線
に
つ

い
て
は
川
部
駅
を
ボ
イ
ン
-
に
考
察
さ
れ
た
ほ
う
が
良
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
｡
川
部
駅
に
つ
い
て
は
第
三
章
の
第
三
節
で
特
に
記
述
し
て
い
る
｡
こ
の
中
で
黒

石
線

･
陸
奥
鉄
道
社
線

(五
能
線
の
前
身
)
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
､
第
四
節

で
ま
た
記
述
し
て
い
る
の
で
､
重
複
し
て
い
る
｡

一
方
､
弘
南
鉄
道
黒
石
線
に
つ
い

て
は
第
四
章
の
中
で
第
二
節

｢弘
南
電
車
｣
と
し
て
記
述
し
て
い
る
が
'
こ
の
章
は

鉄
道
と
そ
の
他
の
交
通
機
関
は
分
け
た
方
が
よ
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
構
成

の
上
で
は
､
第
三
章
に
は
川
部
駅
を
中
心
と
し
た
鉄
道
関
係

(弘
南
鉄
道
を
含
む
)

の
記
述
'
第
四
章
に
は
そ
の
他
の
交
通
機
関
の
記
述
と
い
う
よ
う
に
す
れ
ば
'
も

っ

と
ま
と
ま
-
の
良

い
も
の
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

田
舎
館
村
に
残
る
文
化
財
や
旧
跡
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
だ
が
､
説
明

の
部
分
と
写
真
が
分
か
れ
て
い
る
の
が
気
に
掛
か
る
｡
こ
の
上
巻
は
八
四
八
頁
と
い

う
大
著
で
あ
る
の
で
い
た
し
方
な
い
が
､
出
来
れ
ば
説
明
と
写
真
は
同

一
頁
で
見
ら

れ
る
よ
う
な
工
夫
が
ほ
し
か

っ
た
｡
ま
た
､
分
か
れ
た
場
合
は
説
明
と
写
真
が
同

一

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
番
号
を

つ
け
た
ほ
う
が
､
読
者
に
と

っ
て
は

親
切
で
あ
る
よ
う
に
思
う
｡

な
お
'
最
初
の
口
絵
部
分
に
役
場
庁
舎
と
円
空
仏
が

一
緒
に
写

っ
て
い
る
が
､
こ

の
写
真
は
役
場
庁
舎
前
の
庭
に
円
空
仏
を
配
置
し
て
撮
影
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

た
い
へ
ん
構
図
の
面
白

い
写
真
で
は
あ
る
が
､
円
空
仏
を
直
接
地
上
に
置
い
て
撮
影

す
る
こ
と
は
文
化
財
保
護
の
面
か
ら
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
'
円
空
仏
は
写
真

合
成
に
し
て
口
絵
に
は
め
こ
ん
で
は
し
か

っ
た
と
思
う
｡
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以
上
'
長
々
と
書
評
と
も
紹
介
と
も

つ
か
な
い
文
章
を
書

い
て
き
た
｡
筆
者
の
忠

い
違

い
も
あ
る
の
で
､
関
係
各
位
か
ら
御
批
判
等
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
甘
ん
じ

て
受
け
た
い
と
思
う
｡
最
後
に
'
本
書
の
本
文
中
に
は
い
く

つ
か
誤
字

･
誤
植
が
見

ら
れ
る
が
'
気
に
な
る
点
を

一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
は
'
口
絵
に
あ
る

｢伝
千
徳
勝
政
武
の
侃
刀
｣
が

｢江
義
弘
作
｣
と
な

っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢郷
義
弘
作
｣
と
す
る
べ
き
だ
と
思
う
｡
口
絵
だ
け
に
目
立
ち
気
に
な

っ
た
｡

(田
舎
館
村

A
5
版

八
四
八
頁

付
図
-
点

平
成
九
年
三
月
刊

村
民
価
格

一
五

〇
〇
円

村
民
外
価
格

三

〇
〇
〇
円
)

(ふ
-
い

･
と
し
た
か

弘
前
中
央
高
等
学
校
教
諭
)




