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新
・面
瀬
の
昔
ば
な
し

そ
の
十

一

尾
崎
地
区

「象
頭
山
と
は
・・
・石
匠
宇
七
の
技
」

ぞ

う

ず

さ

ん

せ
き

し
よ
う

う
し
ち

「松
岩
百
話
集
」
及
川
起
雄
氏

こ
こ
で
い
う
「象
頭
山
」
は
、
古
谷
館
の
地
南
端(

現
八
幡
神
社
内
南
地)

に
建
て
ら
れ
て
い
る
巨
大
な
石

碑
に
あ
る
堂
々
た
る
石
刻
文
字
の
こ
と
で
あ
る
。
及
川
起
雄
氏
に
よ
る
と
こ
れ
は
、
石
工
・斎
藤
宇

七
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
見
事
な
た
め
に
石
工
と
は
言
わ
ず
「
石
匠
・宇
七
」
と
呼
ば
れ

た
。
松
岩
に
は
多
く
の
宇
七
作
が
あ
る
。
長
須
賀
の
庚
申
供
養
塔
、
尾
崎
の
口
寄
せ
場
の
大
日
如

来
像
も
等
身
大
の
石
像
が
み
ご
と
な
も
の
で
、
人
々
の
信
仰
を
あ
つ
め
た
と
い
う
。
象
頭
山
石
刻
は

江
戸
期
文
政
十

一
年
（
西
暦

一
八
二
八
年
）
の
こ
と
だ
。
尾
崎
の
大
日
如
来
像
は
、
そ
れ
よ
り
二
十
三

年
前
の
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
年
）
で
、
平
成
二
十
四
年
の
現
在
か
ら
二
百
年
前
の
作
と
な
る
。
如
来

像
は
大
震
災
の
た
め
、
今
は
跡
形
も
な
い
。
尾
崎
の
大
日
如
来
は
、
六
部
の
依
頼
で
宇
七
が
石
を

刻
ん
だ
も
の
だ
そ
う
だ
。
六
部
と
は
「
六
十
六
部
廻
国
聖
」
の
略
称
で
あ
る
。
仏
教
の
修
行
僧
で
、

か
い
こ
く
ひ
じ
り

法
華
経
を
笈
櫃
に
い
れ
て
か
つ
い
で
霊
地
に
納
め
歩
い
た
僧
の
こ
と
で
あ
る
。
宇
七
に
依
頼
し
た
と
い

わ
れ
る
六
部
は
、
尾
崎
川
の
橋
（
面
瀬
川
の
尾
崎
地
区
河
口
に
か
か
る
橋
；
尾
崎
橋
）
を
つ
く
った
と
も
言
わ
れ
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て
い
る
。
「象
頭
山
」
と
は
、
も
と
も
と
は
香
川
県
善
通
寺
市
に
あ
る
山
の
名
前
で
あ
る
。
金
比
羅
神

社
か
ら
望
む
そ
の
山
が
、
象
の
頭
に
似
て
い
る
の
で
名
付
け
ら
れ
た
。
信
仰
の
対
象
で
も
あ
る
。
江

戸
期
以
前
か
ら
、
金
比
羅
は
船
の
安
全
や
海
、
川
の
泰
平
を
あ
ず
か
る
神
と
し
て
全
国
の
信
仰
を

集
め
て
い
た
。
清
水
の
次
郎
長
の
子
分
、
森
の
石
松
が
、
次
郎
長
の
代
参
で
こ
の
金
比
羅
山
に
名
刀

を
奉
納
し
た
。
帰
り
に
大
阪
へ
立
ち
寄
り
「江
戸
っ
子
だ
って
ね
ぇ
。
神
田
の
生
ま
れ
よ
。
食
い
ね
ぇ
。

…
寿
司
食
い
ね
ぇ
。
」
と
語
る
場
面
（広
沢
虎
造
の
「
三
十
石
船
の
浪
曲
」
）
は
昭
和
初
期
全
国
を
風
靡
し
た
。

象
頭
山
石
刻
の
石
碑
は
全
国
の
海
岸
沿
い
に
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
海
の
安
全
を
祈
願
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
近
く
で
は
、
当
地
松
崎
村
以
外
に
歌
津
、
石
巻
に
も
あ
った
。
六
部
が
な
ぜ
こ
の

地
を
訪
れ
、
如
来
像
を
建
立
し
た
の
か
。
及
川
氏
に
よ
る
と
、
近
辺
に
刑
地
が
あ
った
た
め
に
建
て

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
「新
・昔
ば
な
し
」
は
、
宇
七
の
技
量
、
そ
し
て
象
頭
山
の
名

作
、
六
部
の
来
村
な
ど
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
関
連
づ
け
て
創
作
し
て
み
た
。
ご
一
読
願
い
た
い
。

江
戸
時
代
、
尾
崎
川
（現
面
瀬
川
の
尾
崎
と
片
浜
を
流
れ
る
部
分
）
に
は
河
内
屋
と
い
う
あ
や
し
い
人
間
を

取
り
し
ま
る
捕
物
師
が
い
た
。
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
悪
人
を
と
り
し
ま
る
と
い
う
も
の
だ
。
昭
和
や

平
成
の
現
代
の
よ
う
に
治
安
警
察
は
な
い
時
代
の
こ
と
、
一
般
庶
民
の
治
安
は
領
主
か
ら
任
命
さ

れ
た
捕
物
師
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
花
の
大
江
戸
の
銭
形
平
次
や
鬼
平
犯
科
帳
の
長
谷
川
平
蔵
の

手
下
で
あ
る
目
明
か
し
が
、
江
戸
町
奉
行
の
治
安
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
っ
て
活
動
す
る
の
と
は
違
っ

て､

地
方
で
は
恣
意
的
色
彩
が
つ
よ
か
った
。

河
内
屋
得
平
は
実
に
ま
じ
め
な
人
間
で
あ
った
。
い
や
、
む
し
ろ
頑
固
な
人
間
と
言
った
ほ
う
が
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よ
い
。
彼
の
お
じ
の
利
吉
も
捕
物
師
だ
っ
た
。
利
吉
は
、
病
気
で
亡
く
な
る
ま
で
は
「鬼
吉
」
と
呼
ば

れ
て
人
々
か
ら
こ
わ
が
ら
れ
た
。
鬼
吉
が
処
刑
人
の
黒
蔵
に
ひ
き
わ
た
せ
ば
、
直
ち
に
処
刑
と
な
っ

た
。
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
く
て
も
、
利
吉
や
黒
蔵
の
姿
を
見
る
と
み
な
家
に
隠
れ
た
も
の
だ
。

得
平
が
捕
物
師
に
な
っ
た
こ
ろ
、
だ
れ
の
世
話
だ
か
知

ら
な
い
が
、
尾
崎
の
村
に
全
国
行
脚
の
六
部
が
住
み
つ
く

よ
う
に
な
っ
た
。
六
部
は
あ
る
意
味
で
は
宗
教
的
権
威

で
、
得
平
で
も
手
を
出
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
六
部
の

信
力
・行
力
に
よ
る
仏
力
・法
力
は
言
語
を
絶
す
る
も
の

が
あ
っ
た
と
い
う
。
六
部
皆
成
仏
道
の
教
え
で
あ
る
法
華

経
の
教
え
に
そ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
命
に
慈
し
み
を
与
え
た
。

刑
に
処
せ
ら
れ
た
死
者
の
霊
に
対
し
て
も
慈
し
み
を
与

え
た
の
だ
。
六
部
は
刑
場
の
近
く
に
あ
る
口
寄
せ
場
に
立

って
言
った
。

「多
く
の
迷
え
る
霊
を
感
じ
る
。
無
実
の
罪
に
て
む
ご
い
刑

を
受
け
た
者
が
、
松
崎
村
や
捕
物
師
達
に
た
た
り
を
も
た
ら
す
と
言
っ
て
お
る
ぞ
。
拙
僧
は
こ

こ
に
、
法
華
経
を
納
め
る
と
と
も
に
如
来
像
を
建
立
し
て
こ
れ
ら
の
霊
を
鎮
め
る
も
の
な
り
。
」

得
平
は
六
部
の
話
を
聞
い
て
、
内
心
不
安
に
な
った
。
お
じ
の
利
吉
が
引
き
立
て
た
者
の
中
に
無
実
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の
者
が
い
た
と
は
。
お
じ
は
、
世
の
た
め
御
上
（お
か
み
）
の
た
め
に
捕
物
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
ば
か
り

思
っ
て
い
た
。
お
じ
を
尊
敬
も
し
て
い
た
。
心
配
を
胸
に
か

く
し
て
、
得
平
は
、
あ
く
ま
で
も
捕
物
師
の
顔
で
六
部
に

言
った
。

「よ
く
も
口
か
ら
出
ま
か
せ
を
言
って
く
れ
た
な
。
村
を
安

堵
さ
せ
よ
う
と
い
う
者
を
悪
人
扱
い
し
た
。
お
い
、
ど
さ

ま
わ
り
の
坊
主
よ
、
お
ま
え
が
何
と
言
お
う
が
、
お
じ

の
利
吉
に
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
み
な
、
ど
こ
の
馬
の

骨
と
も
わ
か
ら
ぬ
旅
回
り
の
輩
（
や
か
ら
）
じ
ゃ
。
も
し

も
、
誤
っ
て
命
を
落
と
す
と
し
て
も
、
ど
こ
か
で
人
に
言

え
ぬ
悪
事
の
一
つ
や
二
つ
は
犯
し
て
い
る
は
ず
だ
。
何
を

証
拠
に
、
無
実
の
罪
で
命
を
う
ば
わ
れ
た
な
ど
と
言
う

の
だ
。
お
ま
え
こ
そ
、
村
人
を
た
ぶ
ら
か
す
悪
者
な

り
。
」

聞
き
終
わ
る
と
、
六
部
は
に
こ
り
と
し
て
言
った
。

「法
華
経
で
は
、
善
人
は
も
ち
ろ
ん
い
か
な
る
悪
人
た
り
と
も
成
仏
は
必
定
。
つ
ま
り
、
人
身
を
受

け
し
者
は
差
別
な
く
成
仏
で
き
る
と
教
え
る
。
ぬ
し
の
言
上
こ
そ
無
明
な
り
。
ぬ
し
の
お
じ
の
成

仏
を
願
わ
ば
、
法
華
経
を
納
め
る
如
来
像
を
建
立
し
た
ま
え
。
」
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得
平
は
、
六
部
の
目
の
輝
き
に
全
て
を
見
透
か
さ
れ
た
気
が
し
た
。
捕
物
師
な
の
に
な
ぜ
か
体
を

引
い
て
し
ま
っ
た
。
六
部
が

一
瞬
に
し
て
神
々
し
く
見
え
、
尊
敬
の
念
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
の
だ
。

得
兵
は
そ
の
く
ら
い
心
根
の
き
れ
い
な
男
で
も
あ
った
。

「
六
部
様
、
如
来
像
建
立
は
私
目
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
。
き
っ

と
村

一
番
の
石
工
を
え
ら
び
ま
す
。
そ
し
て
ど
う
ぞ
口
寄

せ
場
に
集
ま
る
霊
を
お
な
ぐ
さ
め
く
だ
さ
い
。
」

得
兵
は
鮎
貝
の
殿
様
の
家
老
、
芦
立
氏
の
用
人
に
こ
の
旨

を
伝
え
た
。
用
人
は
直
ち
に
、
村

一
番
い
や
郡
内
で
一
番
の
石

工
宇
七
に
如
来
像
の
石
刻
を
命
じ
た
。
宇
七
は
「
石
に
刻
む

文
字
、
書
人
よ
り
も
深
厚
。
石
に
彫
る
像
、
命
を
宿
す
が
ご

と
し
。
」
と
言
わ
れ
た
名
工
で
あ
る
。
用
人
か
ら
殿
様
の
意
を

伝
え
聞
い
た
宇
七
は
、
法
華
経
の
八
葉
九
尊
に
あ
や
か
り
、

八
夜
九
日
で
口
寄
せ
場
に
等
身
大
の
如
来
像
を
石
刻
し
た
。

如
来
像
は
六
部
の
法
華
経
読
誦
に
よ
って
開
眼
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
無
惨
（む
ざ
ん
）
な
刑
は
な
く
な
っ
た
。
尾
崎
は
す
こ
ぶ
る
治

安
の
よ
き
地
と
な
った
。

六
部
は
そ
の
後
も
当
地
に
在
留
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
治
水
土
木
工
事
を
行
った
。
最
も
有
名
な

の
が
尾
崎
橋
の
架
橋
工
事
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
二
十
数
年
経
っ
た
年
で
あ
る
。
天
の
た
た
り
か
何
事
か
、
尾
崎
、
片
浜
の
漁
船
が
相

次
い
で
遭
難
沈
没
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
浜
に
生
ま
れ
た
宇
七
に
も
若
い
せ
が
れ
が
で
き
た
。
宇
七

ほ
ど
の
匠
だ
が
、
せ
が
れ
は
石
工
を
嫌
っ
た
。
海
の
男
達
と
遊
興
に
ふ

け
った
。
そ
し
て
つ
い
に
は
漁
師
に
な
る
と
言
い
出
し
た
。
頑
固
な
と
こ

ろ
は
宇
七
に
似
て
い
る
。
不
承
不
承
、
宇
七
は
首
を
た
て
に
ふ
っ
た
。

せ
が
れ
の
乗
った
船
は
、
よ
く
豊
漁
を
示
し
た
。
船
頭
は
修
五
郎
。
名

船
頭
だ
。
七
つ
の
時
か
ら
祖
父
の
船
に
乗
っ
た
と
い
う
。
三
陸
の
海
を

知
り
尽
く
し
て
い
た
。
ど
ん
な
に
遭
難
が
多
い
と
き
も
、
修
五
郎
の
船

だ
け
は
無
事
だ
。
村
人
は
皆
、
そ
う
思
って
い
た
。
だ
か
ら
宇
七
も
安

心
し
て
い
た
。
せ
が
れ
の
乗
っ
た
船
が
三
陸
沖
に
出
た
あ
る
夜
の
こ
と

で
あ
る
。
海
か
ら
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
轟
音
の
よ
う
な
波
音
が
鳴
り

続
い
て
い
た
の
だ
。
宇
七
は
胸
騒
ぎ
が
し
て
し
ょ
う
が
な
か
った
。
気
の

せ
い
だ
と
、
無
理
や
り
布
団
に
も
ぐ
り
込
ん
だ
。

そ
の
翌
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
太
陽
が
ま
ぶ
し
く
宇
七
の
顔
を
照
ら

し
て
い
た
が
、
宇
七
の
心
は
晴
れ
な
か
っ
た
。
胸
騒
ぎ
は
的
中
し
て
い

た
。
せ
が
れ
の
乗
った
船
が
尾
崎
に
戻
ら
な
い
と
い
う
。
乗
り
組
ん
だ
男
達
の
家
族
が
浜
辺
に
集
ま
っ

て
来
た
。
不
安
き
わ
ま
り
な
い
顔
つ
き
で
尾
崎
の
沖
を
見
つ
め
て
い
る
。
あ
る
者
は
失
望
し
、
声
を
こ

ら
え
て
泣
い
て
い
た
。
宇
七
も
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
後
悔
に
お
そ
わ
れ
な
が
ら
立
って
い
た
。
息
子
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の
無
事
を
祈
る
心
は
波
の
よ
う
に
大
き
く
う
ね
り
、
ゆ
れ
る
の
だ
っ
た
。
海
を
見
て
い
る
う
ち
に
、

宇
七
は
、
ふ
と
旅
の
者
か
ら
伝
え
聞
い
た
金
比
羅
「象
頭
山
」
の
石
碑
が
頭
に
う
か
ん
だ
。
象
頭
山

の
石
碑
は
海
の
守
り
神
で
あ
る
。

「わ
が
生
涯
で
唯

一
の
石
碑
を
刻
み
神
仏
に
奉
る
。
ど
う
か
せ
が
れ
を
助
け
た
ま
え
。
」

不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
せ
が
れ
の
乗
った
船
は
、
三
日
後
に
、
何
事
も
な
か
った
か
の
よ
う
に
無
事

尾
崎
の
浜
に
も
ど
り
着
い
た
の
だ
。

宇
七
は
神
仏
に
さ
ら
に
感
謝
し
、
か
の
象
頭
山
の
石
碑
を
刻
ん
だ
。
鮎
貝
の
殿
様
は
こ
の
石
碑

を
、
航
海
安
全
の
た
め
、
海
を
見
渡
せ
る
古
谷
館
の
一
角
に
建
て
た
。
神
仏
が
宇
七
の
技
を
知
って

い
た
の
か
。
宇
七
の
技
が
神
仏
を
動
か
し
た
の
か
。
と
に
か
く
宇
七
の
こ
の
刻
は
、
大
き
さ
と
い
い
彫

り
の
見
事
さ
と
い
い
、
長
く
石
工
の
手
本
と
さ
れ
た
と
い
う
。
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