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先
般
、
香
々
美
構が

ま
え

大
庄
屋
・
中
島
家

の
ご
子
孫
か
ら
、
鎧
や
陣
笠
、
陣
羽
織
、

旗
な
ど
の
武
具
や
裃

か
み
し
も・
袴は

か
ま
、
書
画
な
ど
貴

重
な
資
料
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　「
大
庄
屋
」
と
は
、
江
戸
時
代
に
十
数

か
村
を
統
括
し
、
各
村
の
庄
屋
へ
藩
か
ら

の
指
示
の
通
達
や
年
貢
・
夫
役
（
労
働
）

の
割
り
当
て
、
村
々
の
訴
訟
の
調
整
な
ど

を
行
う
最
上
位
の
村
役
人
で
す
。
津
山
藩

松
平
家
で
は
、
大
庄
屋
の
管
轄
す
る
区
域

を「
構
」と
呼
び
、中
島
家
は
寛
延
二
年（
一

七
二
一
）
か
ら
代
々
香
々
美
構
の
大
庄
屋

を
務
め
、
香
々
美
、
藤
屋
、
和
田
、
貞
永

寺
、
土
居
、
小
座
、
瀬
戸
、
上
森
原
、
下

森
原
、
馬
場
、
塚
谷
、
入
の
各
村
を
管
轄

し
て
い
ま
し
た
。

　
写
真
の
鎧
は
、
薄
い
小
さ
な
漆
塗
り
の

鉄
板
を
紺
色
の
紐
で
綴
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

紺こ
ん

糸い
と

威お
ど
し

胴ど
う

丸ま
る

具ぐ

足そ
く

と
よ
ば
れ
る
型
式
の

も
の
で
す
。
写
真
で
は
一
部
し
か
紹
介
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た

も
の
は
袖
や
籠こ

手て

、
臑す

ね

当あ
て

、
背
中
に
指さ

し

物も
の

（
旗
な
ど
）
を
立
て
る
受
筒
な
ど
、
一
式

鎧よ
ろ
い

櫃び
つ

に
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ず

れ
も
保
存
状
態
が
良
く
、
大
切
に
管
理
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
兜か

ぶ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
鎧
櫃
の
中
に
津
山

藩
の
合
印
で
あ
る
「
剣
大
」
を
あ
し
ら
っ

た
前ま

え

立だ
て

（
兜
の
前
に
立
て
る
飾
り
）
が

入
っ
て
お
り
、
以
前
に
中
島
家
か
ら
寄
贈

さ
れ
た
明
治
時
代
の
写
真
の
中
に
こ
の
鎧

兜
を
身
に
着
け
た
写
真
も
あ
り
ま
し
た
の

で
、
本
来
は
兜
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
鎧

は
細
部
の
意
匠
も
凝
っ
て
お
り
、
上
級
武

士
が
所
持
す
る
よ
う
な
立
派
な
も
の
で
す
。

た
だ
、
大
庄
屋
は
当
時
の
身
分
で
は
農
民

に
な
り
ま
す
の
で
、
本
来
こ
う
し
た
鎧
兜

を
所
持
す
る
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

は
な
ぜ
、
中
島
家
に
こ
の
よ
う
な
立
派
な

武
具
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
幕
末
に
な
る
と
、
世
の
中
の
不
穏
な
動

き
に
対
処
す
る
た
め
、
た
び
た
び
軍
事
出

動
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
財
政
難
の
津

山
藩
で
は
、
こ
れ
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
お
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
藩

は
各
村
に
命
じ
て
農
民
達
を
軍
事
夫
役
と

し
て
動
員
す
る
体
制
を
整
え
、
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
に
は
、
禁
門
の
変
で
朝

敵
と
さ
れ
た
長
州
藩
を
討
伐
す
る
た
め
の

第
一
次
長
州
戦
争
に
多
数
の
農
民
を
動
員

し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
郷ご

う

夫ふ

惣そ
う

締じ
め

と
い
う
、

農
民
（
郷
夫
・
陣
夫
）
た
ち
を
率
い
る
責

任
者
と
し
て
出
雲
に
出
征
し
た
の
が
、
大

庄
屋
・
中
島
多
右
衛
門
の
息
子
で
、
当
時

二
十
一
歳
の
中
島
衛ま

も
るで
し
た
。
こ
の
出
征

で
衛
は
無
事
に
役
目
を
果
た
し
、
褒
美
と

し
て
木
盃
を
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
第
二
次
長
州

戦
争
で
も
郷
夫
繰
出
御
用
懸
と
し
て
、
そ

の
任
務
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　
中
島
家
に
伝
わ
る
武
具
は
こ
の
長
州
戦

争
に
際
し
準
備
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

で
し
ょ
う
。
農
民
と
は
い
え
一
軍
を
率
い

る
者
と
し
て
非
常
時
に
備
え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
鎧
兜
・
陣
笠
・
陣
羽
織
と
も

二
揃
い
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
の
多
右
衛
門

用
も
準
備
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
細
部
に
こ
だ
わ
っ
た
意
匠
は
、
こ

れ
ほ
ど
の
軍
装
を
整
え
ら
れ
る
中
島
家
の

経
済
力
と
、
農
民
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら

藩
の
任
務
に
携
わ
り
、
い
ざ
と
な
れ
ば
武

士
以
上
の
働
き
を
見
せ
よ
う
と
す
る
意
気

込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

　
中
島
家
は
、
こ
れ
ま
で
も
藩
か
ら
の

様
々
な
要
望
に
応
え
、
藩
主
か
ら
の
信
頼

も
厚
か
っ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
今
回
の
寄
贈
資

料
の
中
に
も
、
藩
主
か
ら
賜
っ
た
で
あ
ろ

う
松
平
家
の
家
紋
が
入
っ
た
裃
や
袴
な
ど

も
あ
り
ま
し
た
。
詳
細
な
調
査
は
こ
れ
か

ら
で
す
が
、
津
山
藩
と
の
関
わ
り
や
幕
末

の
動
乱
期
の
中
で
の
大
庄
屋
の
立
場
、
役

割
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
に
な
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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