
新
・面
瀬
の
昔
ば
な
し

そ
の
九

尾
崎
地
区

「尾
崎
大
名
行
列

創
作
由
来
」

現
代
歴
史
教
育
は
大
名
行
列
を
徳
川
幕
府
の
大
名
牽
制
策
と
教
え
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
当
時
の
領
民
か
ら
す
れ
ば
実
に
絢
爛
で
豪
華
で
威
厳
が
あ
り
、
そ
の
封
地
の
誇
り
で

も
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
憧
れ
と
威
厳
は
ま
さ
に
武
士
道
を
さ
し
、
領
主
を
為
政
者
と
し
て
で
は

な
く
英
雄
も
し
く
は
有
徳
者
と
見
る
心
は
理
解
で
き
な
い
で
も
な
い
。
さ
て
、
江
戸
時
代
は
公
方

十
五
代
慶
喜
で
終
焉
し
明
治
新
政
府
に
な
った
。
し
か
し
、
気
仙
沼
尾
崎
は
江
戸
時
代
そ
の
ま
ま

だ
った
。
明
治
維
新
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
松
崎

一
帯
で
は
、
殿
様
は
鮎
貝
家
で
あ
り
、
吉
事
は
全

て
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
八
幡
権
現
の
霊
力
に
よ
る
も
の
と
思
って
い
た
。

明
治
の
初
め
で
あ
る
。
コ
レ
ラ
と
い
う
疫
痢
が
南
の
方
か
ら
は
や
って
く
る
と
い
う
う
わ
さ
が
、
尾

崎
を
は
じ
め
松
崎

一
帯
に
広
が
って
い
た
。
確
か
に
登
米
方
面
は
コ
レ
ラ
の
患
者
が
出
た
と
大
騒
ぎ

で
あ
っ
た
。
平
成
の
今
と
は
、
衛
生
的
知
識
や
衛
生
観
念
、
が
雲
泥
の
差
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
、

一
人
が
か
か
る
と
そ
の
家
族
へ
、
そ
し
て
隣
の
家
へ
と
、
ま
た
た
く
間
に
流
行
す
る
の
で
あ
った
。

尾
崎
に
老
夫
婦
と
住
ん
で
い
る
一
人
の
男
が
い
た
。
身
よ
り
は
な
か
っ
た
。
き
っ
と
ど
こ
そ
こ
の
お

大
尽
様
が
身
分
の
低
い
女
子
に
生
ま
せ
た
も
の
だ
ろ
う
と
か
、
尾
崎
の
漁

師
が
板

一
枚
に
乗
せ
ら
れ
て
浮
い
て
い
た
子
を
見
つ
け
海
か
ら
拾
い
上

げ
て
き
た
子
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
八
幡
権
現
の
松
の
木
の
下
に
置
き
去

り
に
さ
れ
て
い
た
子
だ
と
か
。
こ
の
男
の
幼
い
頃
は
、
確
証
も
な
い
風
聞

が
、
ず
い
ぶ
ん
と
松
崎
の
浜
を
か
け
め
ぐ
った
も
の
だ
。

た
だ
の
男
の
子
な
ら
、
そ
ん
な
風
聞
な
ど
数
年
も
た
て
ば
消
え
る
も

の
を
、
こ
の
子
の
場
合
は
、
容
貌
が
実
に
奇
っ
怪
で
あ
っ
た
。
ま
ず
体
が
実

に
大
き
い
。
普
通
の
幼
子
の
倍
は
あ
る
か
と
思
う
く
ら
い
に
手
も
足
も
腹

も
頭
も
大
き
か
っ
た
。
次
に
、
そ
の
で
か
い
頭
の
髪
の
毛
の
色
だ
。
今
で
は

若
い
男
女
が
わ
ざ
わ
ざ
赤
色
や
ら
栗
色
や
ら
に
染
め
た
が
る
が
、
こ
の
子
の
髪
は
金
色
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
不
気
味
な
の
は
目
の
色
だ
った
。
わ
が
大
和
民
族
に
も
た
ま
に
は
茶
色
の
目
の
持
ち
主
は
い

る
が
こ
の
子
は
空
色
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
み
ん
な
を
遠
ざ
け
た
の
は
肌
の
色
で
あ
った
。
真

っ
白
で
あ
る
。
色
白
美
人
の
白
と
は
違
う
、
真
っ
白
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
男
は
、
幼
い



頃
か
ら
子
供
ら
の
な
ぐ
さ
み
も
の
で
あ
った
。
で
も
心
根
は
ま
っす
ぐ
に
育
ち
、
正
直
者
だ
った
。

村
に
コ
レ
ラ
の
う
わ
さ
が
流
れ
た
頃
、
男
は
十
七
才
。
ほ
ん
と
う
は

た
だ
の
う
わ
さ
だ
け
だ
った
が
、
本
吉
の
津
谷
ま
で
コ
レ
ラ
が
流
行
って

き
た
と
う
わ
さ
さ
れ
た
時
は
、
松
崎
村
の
え
ら
い
者
た
ち
が
集
ま
っ

た
。
い
か
に
し
て
疫
病
を
ふ
せ
ぐ
か
、
み
ん
な
で
思
案
し
た
。

う
わ
さ
を
耳
に
し
た
若
い
こ
の
男
は
、
育
て
親
で
あ
る
尾
崎
浜
の

修
作
夫
婦
の
こ
と
を
思
っ
た
。
修
作
夫
婦
が
病
に
か
か
っ
て
は
い
か
ん

と
思
い
、
庄
屋
の
屋
敷
で
居
候
同
然
に
し
て
い
る
田
舎
医
者
に
頼
み
に
行
った
。
医
者
は

「こ
の
病
は
余
病
に
あ
ら
ず
、
庄
屋
様
の
お
飲
み
な
って
い
る
薬
の
み
が
、
疫
病
を
ふ
せ
ぐ
も
の
。
こ
の

薬
は
、
オ
ラ
ン
ダ
渡
来
の
高
価
な
も
の
で
、
ぬ
し
の
ご
と
き
捨
て
子
に
は
買
う
こ
と
お
よ
ば
ぬ
も
の

で
あ
る
。
」

と
言
い
捨
て
た
。

育
て
の
親
か
ら
い
つ
も

「困
った
と
き
は
八
幡
権
現
。
」

と
言
わ
れ
て
い
た
男
は
、
西
日
を
受
け
な
が
ら
八
幡
権
現
の
急
な
階
段
を
の
ぼ
った
。
日
も
す
で
に

三
峯
山
に
沈
み
、
あ
た
り
は
薄
暗
い
。
男
は
昼
の
漁
の
疲
れ
が
残
っ
て
い
た
た
め
か
ね
む
け
を
も
よ

お
し
た
。
男
は
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
一
休
み
し
よ
う
と
松
の
木
に
腰
を
落
と
し
た
。
何
百
年
も
た
つ

で
あ
ろ
う
松
の
大
木
は
、
男
を
つ
つ
み
こ
む
よ
う
に
、
男
の
上
に
夜
を
か
ぶ
せ
た
。

眠
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
、
男
の
前
に
甲
冑
姿
の
大
男
が
現
れ
た
。
そ
の
甲
冑
は
、
江
戸

期
、
戦
国
期
の
あ
の
き
ら
び
や
か
な
も
の
よ
り
も
古
く
て
素
朴
だ
。
鎌
倉
期
よ
り
も
前
の
も
の
な
の

か
。
兜
の
奥
か
ら
重
々
し
い
声
が
聞
こ
え
た
。

「わ
れ
は
こ
の
八
幡
権
現
を
勧

請
せ
る
鎮
守
府
将
軍
、
源

頼
義
な
り
。
い
か
な
る
故
あ

っ
て
我
が
手
植
え
の
権
現
守

り
松
に
よ
り
か
か
り
お
る

か
。
事
と
次
第
に
よ
っ
て
は

打
ち
首
と
せ
む
。
」

と
極
端
な
起
（
む
く
り
）
の
あ
る

刀
を
ふ
り
上
げ
た
。
男
は
何
の

こ
と
か
分
か
ら
な
い
。
た
だ
刀

を
見
た
だ
け
で
、
体
が
石
の
よ

う
に
固
ま
っ
た
。
口
だ
け
は
何

と
か
動
く
。

「
お
、
お
助
け
く
だ
い
。
お
、

お
、
俺
は
、
権
現
に
願
を
か
け
に
き
た
だ
け
だ
が
ら
。
あ
ん
だ
は
、
だ
、
だ
、
だ
れ
っさ
。
」



兜
が
男
の
目
の
前
ま
で
近
づ
い
て
き
た
。
そ
し
て
男
を
じ
ろ
じ
ろ
と
見
回
し
た
。
や
が
て
、
兜
の
奥

深
く
に
あ
る
目
を
光
ら
せ
て
、
ゆ
っく
り
大
き
く
う
な
ず
い
た
。

「む
む
、
わ
れ
は
源
頼
義
と
申
し
た
ぞ
。
と
こ
ろ
で
ぬ
し
は
珍
し
き
面
立
ち
。
事
と
次
第
に
よ
っ
て

は
、
ぬ
し
の
願
い
、
叶
う
こ
と
も
あ
り
、
願
の
こ
と
委
細
申
し
て
み
よ
。
」

男
は
震
え
る
声
で
願
い
を
語
っ
た
。
疫
病
が
尾
崎
、
松
崎
に
お
よ
ば
ぬ
よ
う
に
。
ま
た
、
育
て
親

を
疫
病
か
ら
守
る
よ
う
に
。
古
武
士
は
野
太
い
声
で

「お
お
疫
病
な
ど
た
わ
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
ぬ
し
の
身
命
を
権
現
に
捧
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
な
。
ぬ

し
を
捧
げ
よ
。
そ
の
青
き
両
目
を
捧
げ
よ
。
大
空
の
色
を
増
さ
し
め
、
天
空
の
光
を
大
地
に
強

く
受
け
る
た
め
に
。
そ
の
白
き
肌
を
捧
げ
よ
。
白
き
雲
大
い
に
わ
か
せ
て
、
甘
露
を
大
地
に
与
え

し
め
る
た
め
に
。
そ
の
黄
金
色
に
輝
く
髪
の
毛
捧
げ
よ
。
実
り
の
豊
饒
を
示
す
た
め
に
。
実
り
多

き
所
に
は
病
は
近
づ
か
ぬ
。
い
か
に
せ
む
。
」

男
は
育
て
親
を
助
け
ら
れ
る
な
ら
自
分
は
死
ん
で
も
よ
い
と
思
い
答
え
た
。

「捧
げ
ま
す
る
。
」

兜
は
口
に
笑
み
を
う
か
べ
て
、

「
肝
強
き
男
（お
）
の
子
な
り
、
願
い
叶
わ
ば
、
本
吉
山
田
大
名
行
列
に
習
い
て
、
権
現
に
行
列
寄
進

せ
よ
。
山
田
の
大
名
行
列
は
御
嶽
権
現
へ
の
疫
病
平
癒
の
奉
納
な
り
。
松
崎
尾
崎
の
民
も
習
う

べ
し
。
」

と
言
って
、
あ
の
大
刀
を
兜
の
頭
上
に
ふ
り
上
げ
、

「お
り
ゃ
あ
ぁ
ぁ
ぁ
ー
」

大
音
声
と
と
も
に
男
の
首
に
刀
を
ふ
り
下
ろ
し
た
。

朝
が
明
け
た
。
男
は
、
自
分
は
死
ん
だ
も
の
と
思
い
首
を
さ
わ
った
。
首
が
あ
る
。
体
に
頭
が
つ
い

て
い
る
。
そ
し
て
男
は
、
古
武
士
の
こ
と
は
夢
で
あ
った
と
知
った
。
そ
の
年
、

松
崎
村
は
豊
作
だ
つ
た
。
そ
し
て
疫
病
は
、
古
武
士
の
言
っ
た
よ
う
に
、
村

の
近
く
で
止
ま
っ
た
。
村
の
え
ら
い
者
た
ち
は
、
若
い
男
の
話
を
聞
く
に
及

び
、
本
吉
津
谷
の
山
田
に
大
名
行
列
を
習
い
、
毎
年
権
現
に
奉
納
す
る
よ

う
決
め
た
。

尾
崎
大
名
行
列
は
明
治
期
に
は
毎
年
の
よ
う
に
奉
納
さ
れ
た
が
、
昭

和
に
は
す
た
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
後
「気
仙
沼
み
な
と
祭
り
」
の
際
、
四
年

に
一
度
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十

一

日
の
東
日
本
大
震
災
は
尾
崎
大
名
行
列
の
武
具

一
切
を
流
し
破
壊
し
つ

く
し
た
。
こ
の
文
化
と
歴
史
を
語
り
継
ぎ
、
再
び
興
す
の
は
だ
れ
で
あ
ろ

う
か
。
復
興
の
明
日
に
こ
そ
興
る
も
の
と
強
く
思
う
。




